
26町制施行60周年記念誌27 町制施行60周年記念誌

佐藤秀雄さん　親さん
代々農業を営む。昭和50年に桑畑の桑の木をすべて
伐採して、桃に完全に切り替えた。秀雄さんは小学校
で子どもたちに農業体験をしてもらう活動もしている。
長男の親さんは「桑折は全国的に見ても本当に恵まれ
た肥沃な土地だ。これを活かさないのは本当にもった
いない」と語り、未来へ農業のバトンをつなごうと奮闘
している。

桃
の
魅
力
を
未
来
へ  
〜
最
高
の
味
を
人
々
に
お
届
け

桑
折
町
の

新
た
な
ブ
ラ
ン
ド  

〜
明
日
へ
の
願
い
を
込
め
て

　

桑
折
ブ
ラ
ン
ド
の
桃
づ
く
り
は
、
か
つ
て
町

の
養
蚕
を
支
え
た
桑
の
木
を
伐
採
し
、
そ
こ

に
桃
の
木
を
植
え
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
し

た
。「
桑
と
桃
は
、栽
培
条
件
が
と
て
も
近
か
っ

た
こ
と
が
幸
い
し
ま
し
た
」と
桃
農
家
の
佐
藤

秀
雄
さ
ん
は
語
り
ま
す
。

　

か
つ
て
全
国
に
名
だ
た
る
製
糸
工
場
が
あ
っ

た
桑
折
町
。
桑
園
や
養
蚕
技
術
の
改
良
で
生

糸
の
生
産
を
支
え
、
全
国
に
桑
折
の
名
を
と

ど
ろ
か
せ
た
、
と
い
う
誇
り
が
町
民
に
は
あ

り
ま
し
た
。
そ
の
養
蚕
業
が
衰
え
、
自
信
を

失
い
か
け
た
時
に
、
町
の
農
家
は
も
う
一
度

立
ち
上
が
っ
た
の
で
す
。
当
初「
れ
│

13
号
」

と
い
う
番
号
で
呼
ば
れ
て
栽
培
さ
れ
た
桃
に
は

「
あ
か
つ
き
」
と
い
う
名
が
つ
き
、
福
島
の
名

高
い
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
定
着
し
ま
し
た
。
糖
度・

形
・
色
・
お
い
し
さ
、
す
べ
て
に
お
い
て
全
国
に

誇
る
品
質
の
桃
で
す
。
こ
の
あ
か
つ
き
は
平
成

6
年
以
降
連
続
し
て
、「
天
皇
家
・
宮
家
へ
の

献
上
桃
」と
い
う
大
役
を
果
た
し
て
も
い
ま
す
。

　

桑
か
ら
桃
へ
の
転
換
に
よ
っ
て
、
町
は
全

国
へ
の
誇
り
を
取
り
戻
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

東
日
本
大
震
災
・
原
発
事
故
が
発
生
し
、
桑

折
の
桃
も
風
評
被
害
に
悩
ま
さ
れ
ま
す
。
秀

雄
さ
ん
の
息
子
、
親ち
か
しさ

ん
も
そ
の
一
人
で

し
た
。
震
災
前
ま
で
の
桃
は
順
調
で
し
た

が
、
震
災
後
は
苦
し
い
経
営
を
強
い
ら
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
震
災
に
よ
っ
て
農
家
の
高
齢

化
・
後
継
者
問
題
が
加
速
度
的
に
進
み
、
町

で
は
畑
を
止
め
る
人
な
ど
も
増
え
て
き
ま
し

た
。
そ
れ
ら
の
畑
へ
の
対
応
も
町
の
大
き
な

課
題
で
す
。
し
か
し
、
親
さ
ん
は
悲
観
し
て

い
ま
せ
ん
。明
る
い
未
来
を
見
据
え
て
い
ま
す
。

　
「
震
災
後
、
町
に
避
難
し
て
き
た
方
や
、
志

の
あ
る
若
者
が
農
家
に
新
規
参
入
す
る
ケ
ー

ス
が
、少
し
ず
つ
増
え
て
い
る
ん
で
す
」親
さ

ん
は「
や
る
気
の
あ
る
人
な
ら
、
桑
折
の
桃
の

品
質
を
継
い
で
い
く
の
は
誰
で
も
い
い
。
外

の
人
が
く
る
と
活
気
も
出
ま
す
」と
語
り
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
、い
ろ
ん
な
人
の
力
を
借
り
る

と
な
る
と
、仕
事
を
あ
る
程
度
マ
ニ
ュ
ア
ル
化

し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
教
え
る
の
も
大
変
で

す
。
し
か
し
親
さ
ん
は「
次
世
代
の
た
め
に
、

バ
ト
ン
を
渡
す
人
に
恥
ず
か
し
い
仕
事
は
で

き
ま
せ
ん
」と
熱
く
語
り
ま
す
。
そ
し
て
桑

折
の
肥
沃
な
農
地
で
、食
べ
物
を
自
分
た
ち
で

作
る
喜
び
や
、こ
れ
ま
で
築
い
て
き
た
町
の
誇

り
を
、よ
り
多
く
の
人
々
に
つ
な
い
で
い
き
た

い
。
そ
う
佐
藤
さ
ん
親
子
は
口
を
揃
え
ま
す
。

桑
か
ら
桃
へ
、

町
の
誇
り
を
継
承

震
災
、

高
齢
化
を
越
え
て
未
来
へ

つ
く
る
喜
び
や

町
の
誇
り
を
つ
な
ぐ

献上桃の選果式には、スマイルピーチも参加し、
町をあげて桃の魅力を発信している。

安全・安心な果物の生産に向け、
農地除染（果樹）を実施。

平成 26 年、石原伸晃環境大臣（前列中央）が桑折町を訪問。 そば打ち実演を熱心に見学する子どもたち。 町に広がるそば畑。半田銀山そばの会で栽培し、刈り取りを行っている。

これほどまでに桃畑が広がっているのは、日本のどこにもない。本当
に恵まれた肥沃なこの農地を活かしていきたい、と語る親さん。

　

桑
折
町
の
魅
力
を
発
信
す
る
た
め
に
、
町

で
は
新
た
な
動
き
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
一
つ
が「
半
田
銀
山
そ
ば
」で
す
。
そ
の
昔
、

銀
が
採
掘
さ
れ
て
い
た
半
田
山
の
裾
野
に
は

あ
ま
り
肥
料
を
必
要
と
し
な
い
そ
ば
畑
が
あ

り
、
か
つ
て
夕
食
は
、
ほ
と
ん
ど
そ
ば
料

理
が
食
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
伝
統
を

復
活
し
よ
う
と
平
成
24
年
１
月
に
発
足
し
た

「
半
田
銀
山
そ
ば
の
会
」で
は
、
東
日
本
大
震

災
の
風
評
被
害
や
農
作
物
の
イ
メ
ー
ジ
打
開

を
め
ざ
し
、
そ
ば
栽
培
と
そ
ば
打
ち
の
実
践

　

も
う
一
つ
の
新
名
物
が
、
日
本
酒「
辛
口

桑
折
」で
す
。
企
画
し
た「
桑
折か
も
す醸会

」で
は
、

町
を
元
気
づ
け
る
た
め
原
料
は
あ
く
ま
で

「
桑
折
産
」に
こ
だ
わ
り
ま
し
た
。
酒
米「
夢

の
香
」は
、
町
内
の
農
業
法
人
に
生
産
を
委

託
、
水
は
町
自
慢
の
お
い
し
い
天
然
水「
香

村
金
剛
水
」を
使
い
、
正
真
正
銘
の
地
元
ブ

ラ
ン
ド
の
酒
を
誕
生
さ
せ
ま
し
た
。
醸
造
は

喜
多
方
市
の
蔵
元
に
依
頼
。
完
成
し
た
酒
に

会
長
の
鈴
木
清
幸
さ
ん
は
、「
飲
み
口
が
良

く
、
ス
ッ
キ
リ
と
し
た
お
い
し
い
酒
が
で
き

た
」と
手
ご
た
え
を
感
じ
ま
し
た
。「
辛
口
桑

折
」は
、
平
成
25
年
12
月
に
販
売
を
開
始
し
、

な
ん
と
一
週
間
で
完
売
と
い
う
予
想
を
は
る

か
に
上
回
る
売
れ
行
き
に
驚
き
、
喜
ん
で
い

ま
す
。
こ
の「
辛
口
桑
折
」は
、「
町
に
元
気

を
」と
い
う
願
い
で
つ
く
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、

町
内
の
み
の
販
売
に
限
定
し
て
い
ま
す
。
そ

こ
に
は「
お
酒
を
買
う
」こ
と
が
、
町
を
訪

れ
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
い
い
、
と
い
う
醸

会
メ
ン
バ
ー
の
思
い
も
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
町
民
の『
心
』ま
で
は
被
ば
く
さ
せ
ら
れ
な

い
。
町
の
人
た
ち
の『
心
』を
元
気
に
し
た
い
。

だ
か
ら
、
辛
口
桑
折
を
突
破
口
に
町
を
も
っ

と
元
気
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
」と

鈴
木
会
長
は
語
り
ま
す
。

を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
平
成
24
年
に
は「
半

田
銀
山
そ
ば
」を
商
標
登
録（
そ
ば
で
は
県

内
２
番
目
）。そ
し
て
平
成
26
年
６
月
か
ら
は

「
銀
そ
ば
を
食
べ
る
会
」を
毎
月
開
催
し
て
い

ま
す
。
会
長
の
氏
家
浩
さ
ん
は「
銀
そ
ば
を

新
た
な
名
物
と
し
て
沢
山
の
人
に
食
べ
て
も

ら
い
た
い
」と
意
気
込
み
ま
す
。
同
年
11
月

に
は
イ
ベ
ン
ト
に
も
参
加
し
、
う
ち
た
て
の

幅
広
そ
ば
を
煮
込
ん
だ
桑
折
町
の
郷
土
料
理

「
そ
ば
で
ん
ち
ん
」を
販
売
、汗
だ
く
で
完
売
し
、

「
お
い
し
く
て
食
べ
ご
た
え
が
あ
り
、満
腹
感

が
あ
る
」と
評
判
も
上
々
で
し
た
。
そ
ば
の

会
で
は
ま
す
ま
す
活
動
を
進
め
、地
域
活
性
を

め
ざ
し
て
桑
折
町
を
元
気
に
し
て
い
き
ま
す
。

伝
統
の「
半
田
銀
山
そ
ば
」を

復
活

日
本
酒「
辛
口
桑
折
」を
完
成

未未

来来

へへ

「郷土の名物料理をぜひ皆さんに
食べてほしい」と語る半田銀山そ
ばの会 会長の氏家浩さん

原
料
を
す
べ
て
町
内
産
に
こ
だ
わ
っ
た

「
辛
口
桑
折
」

「
地
元
ブ
ラ
ン
ド
の
お
酒
を
ぜ
ひ
ど
う
ぞ
」と
語
る

桑
折
醸
会 

会
長
の
鈴
木
清
幸
さ
ん

そばの郷土料理「そばでんちん」。でんちんは
「でっちる」こねるという意味で、手早くこねて
延ばして短く切って煮込む料理です。


