
                        
 

  

府
中
市
の
農
地
は 

 

府
中
市
は
、
都
市
計
画
法
に
よ
る
市
街
化

区
域
に
位
置
づ
い
て
い
る
た
め
、
農
地
は
生

産
緑
地
指
定
（
３０
年
間
継
続
し
て
農
業
を
営

む
こ
と
が
条
件
）
を
受
け
な
け
れ
ば
宅
地
並

み
の
固
定
資
産
税
が
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

現
在
市
内
の
生
産
緑
地
は
約
１
０
５
ha
あ
り

ま
す
が
、
２
０
２
２
年
に
は
生
産
緑
地
指
定

の
更
新
時
期
と
な
り
、
さ
ら
に
減
少
す
る
こ

と
も
予
想
さ
れ
ま
す
。 

                

 

し
か
し
、
都
市
の
農
地
は
、
単
に
食
料
生
産 

の
場
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
地
下
水
の
保

全
や
生
態
系
の
維
持
、
災
害
時
に
お
け
る
延

焼
の
防
止
、
四
季
折
々
の
季
節
感
を
伝
え
る

な
ど
、
多
面
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。 

 

新
し
い
第
３
次
農
業
振
興
計
画
を 

も
と
に
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化
を 

今
年
か
ら
始
ま
る
府
中
市
の
第
３
次
農
業

振
興
計
画
で
は
、「
市
民
と
と
も
に
」
の
思
い

が
強
く
謳
わ
れ
て
い
ま
す
。
①
次
世
代
を
担

う
子
ど
も
た
ち
へ
の
農
地
・
農
業
を
活
用
し

た
事
業
の
推
進
、
②
市
民
農
業
大
学
、
ふ
れ
あ

い
体
験
講
座
や
農
業
収
穫
体
験
、
③
援
農
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
制
度
を
す
す
め
、
ふ
れ
あ
い
の

場
を
つ
く
る
こ
と
で
農
業
へ
の
理
解
を
広
め

る
、
な
ど
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化
に

つ
な
が
る
計
画
で
す
。
農
地
を
持
た
な
い
人

が
、
農
地
が
減
っ
て
い
く
の
を
た
だ
見
て
い

る
だ
け
で
は
な
く
、
農
地
を
残
し
た
い
と
考

え
た
時
、
な
に
が
で
き
る
の
か
を
一
緒
に
考

え
て
い
く
き
っ
か
け
と
な
る
内
容
と
な
っ
て

い
ま
す
。 

 

世
界
の
都
市
で
広
が
る 

シ
テ
ィ
・フ
ァ
ー
マ
ー
の
可
能
性 

先
日
世
界
の
都
市
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い

る
「
シ
テ
ィ
・
フ
ァ
ー
マ
ー
」
の
話
を
聞
く
機

会
が
あ
り
ま
し
た
。
欧
米
で
は
将
来
的
な
水

不
足
や
食
料
危
機
を
予
測
し
て
自
宅
の
裏
庭

で
野
菜
を
自
給
し
た
り
、
ス
ー
パ
ー
の
屋
上

農
園
で
採
れ
た
野
菜
の
販
売
、
他
民
族
と
の

交
流
の
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ガ
ー
デ
ン
、

野
菜
を
地
域
へ
配
給
す
る
な
ど
、
地
域
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
さ
ま
ざ
ま

な
実
践
例
が
あ
り
、
可
能
性
を
感
じ
ま
し
た
。 

 

市
民
農
園
を 

共
同
耕
作
で
き
る
よ
う
に 

一
般
質
問
で
は
農
業
振
興
計
画
の
「
市
民 

               

と
と
も
に
」
を
市
が
ど
の
よ
う
に
具
体
化
す 

る
の
か
を
聞
き
ま
し
た
。 

い
ま
市
民
が
で
き
る
農
業
体
験
に
は
、
援

農
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
、
体
験
農
園
に
参
加
し

た
り
、
市
民
農
園
の
１
区
画
を
借
り
て
作
物

を
作
る
こ
と
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
市

民
農
園
は
土
地
保
有
者
の
事
情
に
よ
り
返
還

せ
ざ
る
を
え
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
市
が

所
有
す
る
市
民
農
園
で
あ
れ
ば
返
還
す
る
こ

と
も
な
く
将
来
に
わ
た
っ
て
長
く
活
用
で
き

ま
す
。
た
と
え
ば
、
個
人
の
み
で
は
な
く
Ｎ
Ｐ

Ｏ
や
サ
ー
ク
ル
な
ど
に
よ
る
共
同
耕
作
を
す

る
こ
と
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
に
つ
な
が

る
の
で
は
な
い
か
と
提
案
し
ま
し
た
が
、
市

民
の
ニ
ー
ズ
が
高
ま
れ
ば
検
討
す
る
と
の
答

え
で
し
た
。 

 

府
中
市
で
も
こ
れ
ま
で
の
「
農
」
の
概
念
に

と
ら
わ
れ
ず
、
市
民
と
と
も
に
つ
く
る
新
た

な
「
農
」
へ
の
取
り
組
み
始
め
る
こ
と
を
求
め

ま
し
た
。 
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生活者ネットワークの活動を報告します 

Eメールfuchu-snet@ric.hi-ho.ne.jp 

ホームページhttp://fuchu.seikatsusha.me/ 

田村智恵美 http://tamura.seikatsusha.me/ 

浅田多津子http://asada.seikatsusha.me/ 

前田弘子http://maeda.seikatsusha.me/ 

 

農を通して地域コミュニティの 
活性化をすすめよう！ 

田村ちえみ  一般質問より 
 

街を歩くと畑だったところがいつのまにか住宅になっていること気づきます。その背景

には農地法の規制や相続、後継者の問題など、農地を維持することの難しさがあります。 

一方、庭先やプランターなどで野菜づくりを楽しんだり、市民農園などを利用する市民

が増えており、都市で暮らす人たちの「農」への関心は高まっています。持続可能な地域

づくりのためには、農業者だけでなく市民も共に「農」について考えることが大切です。 

 

市
内
の
農
園
を
見
学 



３
月
議
会
よ
り 

 

浅
田
多
津
子 

一
般
質
問 

 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
「
ち
ゅ
う
バ
ス
」
を 

よ
り
使
い
や
す
く 

 

府
中
市
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
「
ち
ゅ
う
バ
ス
」
は

交
通
不
便
地
域
に
住
む
人
た
ち
の
移
動
を
楽
に
し
て
、

社
会
参
加
を
し
や
す
く
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
運

行
を
開
始
し
ま
し
た
。
ス
タ
ー
ト
か
ら
１０
年
を
迎
え
、

利
用
者
か
ら
様
々
な
要
望
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

現
在
は
ほ
と
ん
ど
の
路
線
が
、
府
中
駅
を
起
終
点

と
し
て
い
る
た
め
に
走
行
距
離
と
運
行
時
間
が
長
く
、

最
寄
駅
や
買
物
に
行
く
に
は
か
え
っ
て
遠
回
り
に
な

っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
市
境
に
住
む

方
か
ら
は
、
隣
の
市
へ
の
乗
り
入
れ
が
あ
れ
ば
よ
り

便
利
に
な
る
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
す
。 

開
始
当
時
の
運
行
方
針
が
、
利
用
す
る
市
民
の
ニ

ー
ズ
に
対
応
で
き
な
い
状
況
も
見
え
て
き
て
い
る
こ

と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
行
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
利
用
者

の
実
態
調
査
や
ニ
ー
ズ
調
査
の
実
施
を
求
め
ま
し
た
。

市
は
、
今
後
、
調
査
の
実
施
等
に
つ
い
て
は
検
討
す
る

と
の
こ
と
で
し
た
。 

          

ま
た
府
中
駅
だ
け
で
な
く
最
寄
駅
を
発
着
と
す
る

コ
ン
パ
ク
ト
な
ル
ー
ト
設
定
へ
の
見
直
し
で
運
行
間

隔
を
短
く
す
る
こ
と
や
、
市
境
で
は
、
近
隣
市
と
の
共

同
運
行
で
交
通
不
便
の
解
消
が
図
れ
な
い
か
検
討
を

求
め
ま
し
た
が
、
長
期
的
な
検
討
課
題
で
あ
り
、
共
同

運
行
は
現
状
で
は
実
施
が
難
し
い
と
の
答
弁
で
し
た
。 

市
民
の
移
動
手
段
と
し
て
よ
り
便
利
で
使
い
や
す

い
「
ち
ゅ
う
バ
ス
」
に
な
る
よ
う
、
こ
れ
か
ら
も
市
に

求
め
て
い
き
ま
す
。 

前
田
弘
子 

一
般
質
問 

 

公
共
施
設
の
「
目
的
外
使
用
」
に
よ
る 

使
用
料
な
ど
の
基
準
を
明
ら
か
に
！ 

 

公
共
施
設
は
福
祉
や
観
光
、
生
涯
学
習
の
た
め
な

ど
、
公
共
の
目
的
の
た
め
に
税
金
で
建
て
ら
れ
て
い

る
市
民
の
財
産
で
す
。
し
か
し
そ
の
一
部
分
は
、
府
中

の
森
芸
術
劇
場
内
レ
ス
ト
ラ
ン
や
郷
土
の
森
観
光
物

産
館
内
の
お
店
な
ど
の
よ
う
に
、「
行
政
財
産
の
目
的

外
使
用
」
な
ど
と
し
て
、
市
民
や
民
間
の
事
業
者
の
使

用
を
認
め
て
い
ま
す
。
使
用
料
や
貸
付
け
料
は
減
免

あ
る
い
は
免
除
さ
れ
て
い
る
例
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
施
設
の
有
効
活
用
と
も
言
え
ま
す
が
、
使

用
料
な
ど
の
実
態
や
基
準
は
不
明
確
で
す
。 

そ
こ
で
、
減
免
・
免
除
や
貸
付
け
の
状
況
を
聞
き

ま
し
た
が
、
施
設
を
管
理
す
る
担
当
課
ご
と
の
把
握

に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
市
全
体
で
共
有
は
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。 

「
自
治
体
の
、
市
民
へ
の
説
明
責
任
を
果
た
す
た

め
」
と
し
て
、
減
免
や
貸
付
け
状
況
を
公
開
し
て
い
る

自
治
体
も
あ
り
ま
す
。
府
中
市
も
そ
う
す
べ
き
だ
と 

訴
え
ま
し
た
が
、
消
極
的
な
答
弁
に
と 

 

ど
ま
り
ま
し
た
。 

し
か
し
、
い
ま
「
行
財
政
改
革
推
進 

プ
ラ
ン
」
の
も
と
、
収
入
確
保
の
た 

め
の
さ
ま
ざ
ま
な
財
政
の
見
直
し
が 

進
ん
で
お
り
、
市
民
が
使
う
施
設
の
使 

用
料
も
見
直
す
と
し
て
い
ま
す
。
行
政 

財
産
の
目
的
外
使
用
な
ど
の
基
準
は 

条
例
に
は
定
め
が
な
い
た
め
、
見
直
し 

も
各
担
当
課
次
第
に
な
る
可
能
性
が 

あ
り
ま
す
。
見
直
し
の
前
に
、
減
免
、 

貸
付
け
の
基
準
を
明
ら
か
に
し
、
現
状 

の
公
開
を
求
め
ま
し
た
。 

 

  

 
 

      

                  

ひとりにしない、子育て・介護 
生活者ネットワークは提案します。 

 

■男女平等社会の実現 
人権や男女平等の視点に立った学校教育・社

会教育をあらゆる場面ですすめる 

■食べ物の安全性を大切に 

大規模な学校給食センターでの一括調理方式

を見直し、食育、防災の面からも地域分散型給

食に変える 

■子どもの育ちを応援する 
貧困による教育格差をなくすため、教育と福

祉の連携で、学校や地域での教育サポート、生

活サポートをすすめる 

■誰もが地域で暮らし続けられるために 
住み慣れた地域で自立した生活を営むことが

できるよう、医療、介護、住まい、生活支援な

どのサービスを一体的に提供する「地域包括

ケアシステム」の仕組みを充実させる 

■環境に配慮した持続可能な 
まちづくりをすすめる 
原発に頼らない持続可能な自然エネルギーの

利用をすすめる 

■人権・平和を守る社会を地域からつくる 
学校教育・生涯教育を通して地域で平和と人

権を学ぶ機会をつくる 

■市民自治をすすめる 
市の予算を決める過程で市民の意見を取り入

れる仕組みをつくる 

■議会改革 
議員の政務活動費はいつでも閲覧できるよう

にする 

 

 

 

 

今年度の一般会計予算は９２８億５０００万円。歳入は、

個人の所得が伸びるとして個人市民税が増えていますが、

低所得者層も増加しており、格差が広がっています。消費

増税により、国からの地方消費税交付金が大幅に増加して

います。国は「社会保障に充てる」として３％増税しました

が、府中市にとっては何にでも使える一般財源であるとし

て、そのまま社会保障費の増加にはつながっていません。 

福祉施策では、これからはさまざまな状況にある人たち

のための「地域包括ケアシステム」の構築が急務です。「子

ども・子育て支援新制度」も始まりますが、「基幹保育所」

として残すとした公立の保育所 6園は「児童福祉のセー 

 

フティネット」のための機能強化と人材の育成が求められ

ます。それらを計画的に進めるために地方消費税交付金を

充てなくてはいけないはずです。 

教育費は、副校長の負担を軽減するための「公務改善支

援事業」を市が独自に始めるとしていますが、本来は教員

の増員や少人数学級の実現を予算化すべきです。学校図書

館の指導員は、いま時間数や体制が校長の裁量で決められ

ていますが、子どもたちの豊かな読書体験のためには各学

校に専任の司書の職員を配置すべきです。学校給食センタ

ーは大規模な上に 3階建てという計画が具体化しています

が、食育や防災の観点から、計画の見直しを求めました。 

 

2015年度予算に、生活者ネットワークは反対 

 


