
　　

人とのつながりや
助け合いを大切にしながら
おいしい桃を育てています

上広
瀬の飛騨桃づくり

果樹組合の仲間同士でつく
る「助っ人の会」では、草
刈りや消毒、剪定などの人
手が必要な作業をお互いに
手伝っています。

毎年、地域の小学生の体験
学習を受け入れています。
花が咲いてから実がなるま
で、3回の体験を通して成長
の過程を知ってもらいます。

農業が忙しくない冬の間だ
け測量の仕事をしたこと
や、20年ほどタクシードラ
イバーの仕事をしていたこ
ともありました。

せんてい

上
広
瀬
の
お
い
し
い
桃

　
高
山
市
国
府
町
上
広
瀬
で
果

樹
園
を
営
む
舩
坂
正
信
さ
ん
は
、

桃
を
育
て
て
50
年
に
な
り
ま
す
。

　
父
親
が
病
気
で
倒
れ
た
こ
と

が
き
っ
か
け
で
果
樹
園
を
引
き

継
ぎ
、
後
遺
症
が
残
っ
た
父
に

教
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、

周
り
の
経
験
者
に
習
い
な
が
ら

桃
作
り
を
覚
え
ま
し
た
。

　
技
術
を
教
え
合
い
、
お
互
い

の
作
業
を
手
伝
う
な
ど
、
果
樹

組
合
の
仲
間
と
助
け
合
い
な
が

ら
品
質
に
こ
だ
わ
っ
て
育
て
る

「
上
広
瀬
の
飛
騨
桃
」
は
、
高
山

市
の
「
メ
イ
ド・バ
イ
飛
騨
高
山
」

に
も
認
証
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ブ
ラ
ン
ド
化
さ
れ
フ
ァ
ン
も

多
い
飛
騨
桃
で
す
が
、
後
継
者

不
足
は
深
刻
で
す
。
小
学
生
の

体
験
学
習
を
受
け
入
れ
る
な
ど
、

農
業
の
喜
び
を
伝
え
る
活
動
も

さ
れ
て
い
ま
す
。
　

み
ん
な
に
喜
ば
れ
る
飛
騨
桃
を

作
り
続
け
て
こ
ら
れ
た
の
は

　
　
周
り
の
人
と
の
助
け
合
い
の
お
か
げ

　
若
い
人
に
も
伝
え
て
い
き
た
い
な

上
広
瀬
果
樹
組
合
　
組
合
長

ふ
な
さ
か
　
ま
さ
の
ぶ

舩
坂
正
信
さ
ん

高山市
国府町



加工品への利用
舩坂さんが育てる桃やりんごは
さまざまな食品の原料としても

利用されています

道の駅などで販売

自家用に作って
楽しんでいます

いま、
  伝えたい

こと

（
文
・
絵
　
大
森
貴
絵
）

（
企
　
画

高
山
市
）

組
合
の
仲
間
と
と
も
に

　
昭
和
32
年
、
地
域
で
桃
作
り

に
力
を
入
れ
始
め
た
こ
と
を

き
っ
か
け
に
「
上
広
瀬
果
樹
組

合
」
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

　
少
な
く
て
も
良
い
も
の
を
作

る
「
量
よ
り
質
」
を
大
切
に
、

次
の
世
代
へ
技
術
を
伝
え
な
が

ら
品
質
を
守
っ
て
い
ま
す
。

　
組
合
で
は
講
習
会
を
開
く
ほ

か
、「
助
っ
人
の
会
」
と
称
し
て

剪
定（
せ
ん
て
い
）や
草
刈
り
、消

毒
な
ど
を
お
互
い
に
手
伝
い
ま
す
。

　「
骨
折
し
た
か
ら
、
し
ば
ら
く

畑
を
頼
む
」
と
い
う
よ
う
に
、

万
が
一
の
事
態
に
も
助
け
合
う

こ
と
が
で
き
る
し
く
み
で
す
。

次
の
世
代
へ
の
願
い

　
現
在
、
組
合
員
で
あ
る
34
軒

の
う
ち
、
後
継
者
が
い
て
今
後

も
果
樹
園
を
続
け
て
い
け
る
農

　農業っていうのは自然が相手やもんで、うまくいく年もあ
れば、台風で実が落ちてまう年もある。だからこそ、自分が
満足できるものができた時はうれしい。こういう大きな喜び
をいろんな人に伝えたいんやさ。
　一人でやろうと思ってもできないことも、感謝の心を持っ
ていれば人がついてきて協力してくれる。一番大切なのは「あ
りがとうございます」という気持ちやな。

舩坂 正信さん上広瀬果樹組合　組合長

家
は
3
軒
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　
東
京
や
大
阪
の
「
就
農
フ
ェ

ア
」
に
出
向
い
て
農
業
を
や
り

た
い
人
を
探
し
た
こ
と
も
あ
り

ま
す
が
、
果
樹
に
興
味
が
あ
る

希
望
者
が
少
な
く
、
実
際
に
飛

騨
へ
来
て
作
業
を
経
験
し
て
も

上
広
瀬
で
農
業
を
始
め
な
い
と

い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　
果
樹
農
家
を
一
か
ら
始
め
る

場
合
、
苗
を
植
え
て
か
ら
収
穫

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に

何
年
も
か
か
り
ま
す
が
、
現
在

あ
る
果
樹
園
を
引
き
継
い
で
も

ら
え
ば
、
す
ぐ
に
収
穫
が
で
き

ま
す
。
農
業
を
や
り
た
い
と
い

う
人
が
増
え
次
世
代
へ
繋
い
で

い
け
る
よ
う
、
後
継
者
対
策
を

模
索
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
毎
年
地
元
の
小
学
生

の
体
験
学
習
を
受
け
入
れ
、
実

際
に
果
物
の
成
長
を
見
て
も
ら

う
こ
と
で
、
作
物
を
作
る
喜
び

を
伝
え
て
い
ま
す
。
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