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髙
橋
さ
ん
は
、
多
摩
市
の

和
田
地
区
で
約
一
町(

１
万

㎡)

の
広
い
農
地
を
、
息
子
さ

ん
と
娘
さ
ん
の
３
人
で
耕
作

さ
れ
、
野
菜
を
中
心
に
、
果

樹
・
花
卉
・
植
木
な
ど
、
多
岐

に
わ
た
る
作
付
け
を
さ
れ
て

い
ま
す
。 

古
く
か
ら
代
々
農
家
を
営

む
髙
橋
さ
ん
宅
。
勲
さ
ん
は

以
前
、
お
父
さ
ん
と
畑
を
耕

作
す
る
傍
ら
、
自
宅
の
向
か

い
側
で
書
道
教
室
を
開
き
、

先
生
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

今
で
は
お
弟
子
さ
ん
が
場
所

を
変
え
て
教
え
て
い
る
と
の

こ
と
で
、
書
道
道
具
も
譲
り
、

農
業
に
専
念
さ
れ
て
い
ま
す
。 

昔
は
コ
メ
・
麦
が
主
体
で

し
た
が
、
田
ん
ぼ
も
畑
に
し

て
野
菜
主
体
に
な
り
、
20
年

程
前
ま
で
は
市
場
に
も
枝
豆

な
ど
を
出
荷
し
て
い
ま
し
た
。

現
在
の
出
荷
先
は
、
ア
ン
テ

ナ
シ
ョ
ッ
プ
「
ポ
ン
テ
」
や
い

き
い
き
市
、
農
協
、
学
校
給
食
、

朝
市
な
ど
で
す
。
農
業
イ
ベ

ン
ト｢

農
業
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ

ラ
リ
ー｣

で
も
収
穫
体
験
を

さ
せ
て
頂
い
た
畑
は
、
き
れ

い
に
整
備
さ
れ
、
色
々
な
野

菜
が
栽
培
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

今
回
は
台
風
19
号
の
影
響

で
畑
に
た
ま
っ
た
水
が
な
か

な
か
引
か
ず
、
被
害
を
受
け

た
作
物
も
多
い
そ
う
で
す
。

い
つ
も
き
れ
い
な
形
の
揃
っ

た
野
菜
を
出
荷
さ
れ
る
の
で
、

そ
の
コ
ツ
を
伺
い
ま
し
た
が

「
特
別
な
こ
と
は
何
も
し
て

い
な
い
。
普
通
に
や
っ
て
い

る
だ
け
だ
よ
。」
と
謙
遜
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
非
常

に
丁
寧
な
仕
事
を
さ
れ
て
い

る
畑
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
、

農
業
に
か
け
る
愛
情
こ
そ
が

秘
訣
な
の
だ
と
分
か
り
ま
す
。 

自
宅
近
く
に
は
、
最
近
は

少
な
く
な
っ
た
真
竹
の
竹
林

の
ほ
か
、
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス

の
中
に
は
見
慣
れ
な
い
苗
木

が
ズ
ラ
リ
、
よ
く
見
る
と
ミ

モ
ザ
で
し
た
。
道
路
わ
き
に

大
き
な
ミ
モ
ザ
が
何
本
も
あ

る
髙
橋
さ
ん
宅
、
ハ
ウ
ス
内

に
は
ほ
か
に
も
ダ
リ
ア
、
金

魚
草
な
ど
が
多
く
栽
培
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
苗

木
、
切
り
花
と
し
て
出
荷
し

て
お
り
、
東
京
植
木
農
協
に

も
加
盟
さ
れ
て
い
ま
す
。 

今
回
、
多
岐
に
わ
た
り
精

力
的
に
生
産
さ
れ
て
い
る
様

子
を
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

大
変
驚
き
ま
し
た
。
春
、
ミ
モ

ザ
の
咲
く
こ
ろ
に
、
ま
た
伺

わ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。 

こ
れ
か
ら
も
親
子
仲
良
く

健
や
か
に
、
ま
す
ま
す
の
ご

活
躍
を
お
祈
り
し
て
お
り
ま

す
。 

(

農
業
委
員 

増
田 

実
生) 
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内田農業振興会農業者功労章受章の髙
たか

橋
はし

勲
いさお

さんに聞く 

▲朗らかに農業を語る髙橋さん 

内
田
農
業
振
興
会
農
業
者
功
労
章
を
受
章
さ
れ
た
髙
橋

勲
さ
ん
。
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
度
、
お
時
間
を
い
た

だ
き
、
多
摩
市
の
農
業
等
に
つ
い
て
、
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。 
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令
和
元
年
10
月
20
日
、

多
摩
の
農
業
PR
と
市
民
と

の
交
流
を
目
的
と
す
る
「
農

業
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
ラ
リ
ー
」

を
開
催
し
ま
し
た
。
台
風
19

号
や
前
日
の
雨
の
影
響
が
心

配
さ
れ
ま
し
た
が
、
35
名
の

参
加
者
に
、
収
穫
体
験
や
交

流
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。 

最
初
の
訪
問
先
は
、
一
ノ

宮
の
太
田
茂
さ
ん
の
畑
で
、

ネ
ギ
を
収
穫
し
ま
し
た
。
太

田
さ
ん
か
ら
は
「
ネ
ギ
は
本

来
で
あ
れ
ば
12
月
収
穫
の

も
の
で
、
今
は
少
し
早
め
で

若
い
で
す
が
、
味
は
美
味
し

い
で
す
よ
」
と
い
う
説
明
が

あ
り
ま
し
た
。 

次
に
、
一
ノ
宮
の
小
暮
和

幸
さ
ん
の
畑
で
里
芋
を
収
穫

し
ま
し
た
。
前
日
の
雨
で
畑

が
ぬ
か
る
ん
で
い
ま
し
た
が
、

収
穫
し
や
す
い
よ
う
に
と
、

小
暮
さ
ん
が
当
日
早
朝
に
シ

ー
ト
を
敷
い
て
く
れ
ま
し
た
。

お
か
げ
で
掘
り
出

し
や
す
く
な
っ
た

畑
か
ら
、
驚
く
ほ

ど
大
き
な
里
芋
を

手
に
し
た
参
加
者

か
ら
は
、
満
足
気

な
笑
顔
が
こ
ぼ
れ

て
い
ま
し
た
。 

最
後
は
東
寺
方

の
髙
橋
勲
さ
ん
の

畑
で
、
小
松
菜
を

収
穫
し
ま
し
た
。
髙
橋
さ
ん

か
ら
は
「
こ
の
時
期
に
小
松

菜
を
育
て
る
の
は
、
気
候
の

影
響
を
受
け
や
す
い
の
で
、

決
め
ら
れ
た
日
に
収
穫
す
る

の
は
難
し
い
の
で
す
よ
」
と

い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
。
隣

接
す
る
畑
の
作
物
は
、
台
風

で
被
害
を
受
け
て
お
り
、
こ

の
よ
う
な
中
で
も
収
穫
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝

し
て
い
ま
す
。 

３
か
所
の
収
穫
を
終
え
、

交
流
会
場
へ
移
動
し
、
市
内

産
の
野
菜
と
味
噌
を
使
っ
た

豚
汁
を
食
べ
な
が
ら
、
相
澤

孝
一
委
員
に
よ
る
イ
ベ
ン
ト

｢

朝
顔
市｣

に
関
す
る
ク
イ
ズ

を
行
い
、
会
場
は
和
や
か
な

雰
囲
気
に
包
ま
れ
ま
し
た
。 

今
回
は
、
参
加
者
に
収
穫

を
楽
し
ん
で
も
ら
う
だ
け
で

な
く
、
積
極
的
に
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を

と
る
こ
と
を
心

掛
け
ま
し
た
。

例
え
ば
、
畑
へ

の
移
動
中
に
、

昔
の
多
摩
川
の

様
子
や
地
域
の

農
業
、
歴
史
等

を
伝
え
た
り
、

小
野
神
社
で
、

神
社
総
代
や
神

主
さ
ん
か
ら

直
々
に
お
話
を
聞
け
た
り
し

た
こ
と
は
、
大
変
有
意
義
で

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

 

女
性
農
業
委
員
作
成
に
よ

る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
も
好
評
を

博
し
、
私
自
身
も
、
本
事
業
を 

昨
年
か
ら｢

家
族
体
験
農

業｣

と
い
う
名
称
に
変
更
と

な
り
、
通
算
で
27
回
目
を
数

え
る
事
業
と
な
り
ま
し
た
。 

毎
年
、
農
業
委
員
会
と
５

つ
の
児
童
館
の
共
催
で
、
市

内
４
か
所
の
畑
を
使
い
、
子

ど
も
た
ち
と
保
護
者

な
ど
が
参
加
し
て
農

業
体
験
を
す
る
事
業

で
、
今
年
も
５
月
の

種
植
え
か
ら
10
月

の
収
穫
ま
で
、
計
４

回
の
作
業
を
行
い
ま

し
た
。
私
は
、
連
光

寺
児
童
館
の
親
子
の

み
な
さ
ん
と
、
萩
原

清
治
さ
ん
の
畑
で
、

さ
つ
ま
い
も
と
落
花
生
を
育

て
て
き
ま
し
た
。
今
年
は
６

月
の
長
雨
と
８
月
の
猛
暑
に

加
え
収
穫
期
の
台
風
襲
来
な

ど
、
天
候
が
不
安
定
で
大
変

で
し
た
が
、

意
外
に
も

作
物
は
よ

く
生
育
し

て
お
り
、

収
穫
時
の

子
ど
も
た

ち
は
大
喜

び
で
し
た
。 

｢

ポ
テ
ト
メ
イ
ト｣

と
名
付

け
ら
れ
た
観
察
日
記
に
さ
つ

ま
い
も
の
絵
を
書
い
た
り
、

作
業
内
容
を
書
き
込
ん
だ
り
、

作
物
に
関
連
す
る
ク
イ
ズ
の

答
え
に
一
喜
一
憂
し
た
り
と
、

楽
し
く
学
習
し

て
い
た
様
子
が

伺
え
ま
し
た
。 

収
穫
後
に
行

っ
た
交
流
会
で

は
、
同
じ
畑
で

収
穫
し
た
さ
つ

ま
い
も
の
入
っ

た
豚
汁
を
、
青

空
の
下
、
み
ん

な
で
お
い
し
く
食

べ
な
が
ら
、｢

来
年
も
参
加
し

た
い
ね｣

な
ど
と
話
し
て
い

た
の
が
、
と
て
も
微
笑
ま
し

く
印
象
的
で
し
た
。 

(

農
業
委
員 

萩
原 

弘)  

農業ウォッチングラリー 

 
 

▲和やかな雰囲気の交流会 

▲落花生の収穫 

▲種まきのようす 

今
後
の
事
業
内
容
の
充
実
に

つ
な
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。 

(

農
業
委
員 

新
倉 

隆) 
 

通
じ
、
地
域
の
農
業
・
歴
史
等

を
よ
り
深
く
知
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
こ
の
経
験
を
、 

▲ネギの収穫風景 
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シリーズ７ 

▲今も面影が残る南野の鎌倉道 
(2019年11月撮影) 

 

▲50年前の小野路町4542番地付近 
(今では住宅が密集し、畑の撮影はできませんでした) 

 

50年前の小野路町 4542番地付近 

(今では住宅が密集し、畑の撮影はでき

ませんでした) 

50年前の小野路町 4542番地付近 

(今では住宅が密集し、畑の撮影はでき

ませんでした) 

多摩市の農地の現在と昔を、写真で
比較しながら紹介するシリーズです 

▲50年前の増田農業委員の分家付近 

今回紹介するのは、多摩市南野２丁

目の50年前の写真です。   

恵泉女学園大学から一本杉球場へ向

かう道で、鎌倉道と呼ばれ、多摩市の関戸

にあった軍事上の関所｢霞ヶ関｣を通らずに

鎌倉へ向かう、本道の鎌倉街道よりやや

西方にある脇道的な道路です。 

鎌倉時代新田義興(義貞の息子)らの

軍勢が行軍し、幕末には新撰組の土方歳

三らが小野路の小島家に出稽古に通った

道でもあります。 

ニュータウン開発が始まった1973年に、

町田市小野路町から多摩市に編入されま

した。 

この地区には川がなく、10軒ほどの農家

が点在し、写真の様に畑では陸稲(おか

ぼ)を作っていました。 

(写真提供＝農業委員 増田 実生、 

文＝農業委員 相澤 孝一) 

▲2019年11月撮影の増田農業委員の分家付近 


