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長野

松本

岡谷
諏訪湖

天
竜
川

飯田

佐久平

伊那市

高森町

長野県

先
人
の
挑
戦
を
受
け
継
ぎ

干
し
柿
を
ブ
ラ
ン
ド
化

食物保存の水抜き加減　日に干す

も
っ
ち
り
し
て
甘
い

極
上
の
干
し
柿

　

干
し
柿
は
全
国
に
数
あ
れ
ど
、「
市
田

柿
」
は
シ
ェ
ア
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
を
誇
る
。

上
品
な
甘
さ
と
も
っ
ち
り
し
た
食
感
が
特

徴
で
、
果
肉
の
表
面
は
糖
分
が
外
に
に
じ

み
出
て
で
き
た
白
い
粉
（
ブ
ド
ウ
糖
の
結
晶
）

で
覆
わ
れ
て
い
る
。
百
貨
店
で
販
売
さ
れ

る
よ
う
な
高
級
品
は
1
個
4 

0 

0 

円
か
ら

5 

0 

0 

円
は
す
る
。

　

産
地
で
あ
る
飯
田
･
下
伊
那
地
域
で
は
、

毎
年
10
月
下
旬
か
ら
原
料
と
な
る
生
柿
を

収
穫
す
る
と
同
時
に
皮
を
む
き
、
の
れ
ん

に
吊
る
し
て
乾
燥
さ
せ
る
。
乾
燥
期
間
は

お
よ
そ
1
カ
月
。
元
の
重
量
の
3
分
の
1

の
重
さ
に
な
る
と
、
の
れ
ん
か
ら
下
ろ
し

て
「
柿
も
み
」
を
す
る
。
も
む
こ
と
で
水

分
と
と
も
に
糖
分
を
押
し
出
す
の
だ
。
さ

ら
に
寝
か
せ
て
粉
を
出
す
。
こ
れ
を
3
〜

4
回
行
な
っ
て
か
ら
出
荷
と
な
る
。

　

11
月
下
旬
、「
発
祥
の
地
」
と
呼
ば
れ
る

下
伊
那
郡
の
高
森
町
（
注
3
）
を
訪
ね
る

と
、
年
末
の
出
荷
に
向
け
た
加
工
作
業
の

真
っ
最
中
だ
っ
た
。
し
か
し
今
シ
ー
ズ
ン

は
と
て
も
難
し
い
気
候
だ
っ
た
と
い
う
。

表面に付いている粉は、糖分が水分ととも
ににじみ出たブドウ糖の結晶。この粉が均
一に薄く覆っているものが極上品とされる

（注 1）干し柿生産出荷実績調査

出荷量のおおむね8割を占める上位都道府県を対象に、
50アール以上栽培され、かつ出荷実績のある品種に関
する動向を、農林水産省生産局園芸作物課が各地方農
政局などを通じて取りまとめたもの。

（注 3）高森町

1957年（昭和 32）7月1日に市田村と
山吹村が合併して発足。市田柿の名は合
併前の市田村に由来する。

干
し
柿
は
各
地
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
が
、
な
か
で
も
長
野
県
の
飯
田
市
・
下
伊
那
郡

地
域
で
栽
培
・
加
工
さ
れ
る
「
市い

ち
だ
が
き

田
柿
」
は
、
他
の
産
地
を
圧
倒
す
る
生
産
量
だ
。

農
林
水
産
省
「
平
成
24
年
特
産
果
樹
生
産
動
態
等
調
査
」
の
干
し
柿
生
産
出
荷
実
績

調
査
（
注
１
）
に
よ
る
と
、
市
田
柿
は
全
国
の
干
し
柿
の
出
荷
量
の
48
・
８
％
を
占

め
る
。
２
０
０
６
年
（
平
成
18
）
に
は
地
域
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
登
録
さ
れ
た
（
注
２
）。

ど
の
よ
う
な
風
土
が
市
田
柿
を
育
て
た
の
か
を
探
る
と
、
失
敗
し
て
も
挑
戦
し
つ
づ

け
た
先
人
の
歴
史
に
、
ブ
ラ
ン
ド
を
守
ろ
う
と
す
る
生
産
者
の
努
力
が
積
み
重
な
っ

た
も
の
だ
っ
た
。

（注 2）地域ブランド

地域名と一般的な商品名を組み合わせただけの商標は
認められていなかったが、「地域ブランド」を守ろうと
2006年（平成 18）にできた「地域団体商標制度」に
よるもの。市田柿は長野県でもっとも早く登録された。
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「
秋
は
雨
の
日
が
多
か
っ
た
う
え
気
温
が

下
が
ら
な
か
っ
た
の
で
、
カ
ビ
が
生
え
て

し
ま
っ
て
廃
棄
が
多
い
ん
で
す
よ
」　

　

そ
う
話
す
の
は
キ
タ
ザ
ワ
農
園
の
北
沢

義
弘
さ
ん
。
妻
の
貞
子
さ
ん
も
「
こ
ん
な

お
か
し
な
天
気
は
今
ま
で
な
か
っ
た
で
す

ね
」
と
首
を
傾
げ
る
。

気
候
と
「
川か

わ
ぎ
り霧

」
が

も
た
ら
す
独
特
な
食
感

　

元
来
、
こ
の
季
節
は
晴
天
が
続
き
、
さ

ら
に
河
岸
段
丘
に
沿
っ
て
冷
た
い
風
が
吹

き
あ
が
る
た
め
、
柿
を
乾
燥
さ
せ
る
に
は

適
し
た
土
地
だ
。
し
か
し
、
乾
燥
し
す
ぎ

る
と
表
面
が
硬
く
な
り
、
糖
分
が
出
て
こ

な
い
。
市
田
柿
に
欠
か
せ
な
い
要
素
と
し

て
、
義
弘
さ
ん
は
天
竜
川
か
ら
発
生
す
る

「
川
霧
」
を
挙
げ
た
。

「
霧
が
適
度
な
湿
気
に
な
っ
て
、
柿
が
一

気
に
乾
か
な
い
。
そ
れ
が
市
田
柿
独
特
の

食
感
を
育
て
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
」

　

か
と
い
っ
て
た
だ
干
し
て
い
る
だ
け
で

は
お
い
し
く
な
ら
な
い
。
乾
燥
の
工
程
で

は
適
切
な
温
度
と
湿
度
を
保
つ
た
め
に
ハ

ウ
ス
や
干
し
場
の
窓
を
開
け
閉
め
し
た
り
、

柿
の
れ
ん
（
写
真
4
）
の
入
れ
替
え
な
ど
、

天
候
を
読
ん
だ
作
業
が
重
要
に
な
る
。

　

市
田
柿
の
振
興
に
取
り
組
む
J 
A
み
な

み
信
州
か
ら
生
産
者
に
「
柿
情
報
」
が
フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
で
送
ら
れ
て
く
る
。「
3
日
間

は
雨
が
降
る
か
ら
カ
ビ
が
生
え
な
い
よ
う

に
」
な
ど
注
意
を
促
す
ほ
か
、
作
業
に
対

す
る
指
示
も
あ
る
。
通
常
は
年
1
回
の
硫

黄
燻
蒸
（
カ
ビ
防
止
）
を
今
年
は
3
回
実
施

し
た
。
し
か
し
、
最
後
は
経
験
知
か
ら
自

分
で
決
め
る
と
貞
子
さ
ん
は
言
う
。

「
作
業
の
目
安
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
と

お
り
で
は
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
。
柿
の
状

態
を
見
て
、
の
れ
ん
か
ら
い
つ
下
ろ
す
の

か
、
何
回
も
む
の
か
な
ど
判
断
し
ま
す
」

　

高
低
差
の
大
き
い
高
森
町
で
は
各
家
で

条
件
が
異
な
る
た
め
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
は

難
し
い
。
個
々
の
経
験
知
に
加
え
、
生
産

者
同
士
の
情
報
交
換
が
大
切
だ
。

「『
も
う
下
ろ
し
た
？
』
と
お
互
い
に
聞

い
て
い
ま
す
よ
。
抜
け
駆
け
な
ん
て
し
ま

せ
ん
よ
。
自
分
の
家
だ
け
う
ま
く
い
っ
て

も
ダ
メ
。
農
協
の
共
同
出
荷
は
各
家
の
柿

が
混
じ
り
ま
す
。
出
来
の
悪
い
も
の
が
1

つ
で
も
入
っ
た
ら
台
無
し
で
す
か
ら
」

　

そ
う
言
っ
て
笑
う
貞
子
さ
ん
か
ら
は
、

市
田
柿
の
ブ
ラ
ン
ド
を
傷
つ
け
ま
い
と
す

る
強
い
気
概
を
感
じ
る
。

「
焼や

き
が
き柿

の
古
木
」
を

接
ぎ
木
で
広
め
た
村
人
た
ち

　

市
田
柿
は
、
な
ぜ
こ
こ
ま
で
盛
ん
に
な

っ
た
の
か
。
高
森
町
役
場
産
業
課
の
前
島

1 中央アルプスと南アルプスに囲まれ、その間を天竜川が流れる伊那谷。晩秋から初冬に天竜川から立ち上る川
霧が市田柿をおいしくするといわれている　2 JAみなみ信州から生産者にファクシミリで送られてくる「柿情報」
3 キタザワ農園の北沢義弘さんと妻の貞子さん。紙幅の都合で紹介できなかったが、市田柿を用いたピザやゆべ
しなども用意してくれた　4 収穫した柿の皮をむいてのれんに吊るす。雨が多いと湿気でカビが生えやすいので、
生産者は気が抜けない　5 のれんから下ろした柿に振動を与え、中心部に残った水分を押し出し、きめ細かな粉を
出す「柿もみ」の工程を担う「粉出し機」。以前は手もみだったが、機械を用いて効率化も進めている

1

4

5 3 2
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て
い
る
。
そ
の
作
業
場
は
、
1 

9 

2 

8
年

（
昭
和
3
）
に
先
々
代
が
建
て
た
養
蚕
小
屋

を
改
造
し
た
も
の
だ
。

「
昭
和
40
年
に
は
蚕
を
や
め
て
、
桑
畑
に

柿
と
梅
を
植
え
ま
し
た
。
20
年
ほ
ど
前
、

全
面
的
に
柿
に
切
り
替
え
た
の
で
す
」
と

言
う
柏
原
さ
ん
。
30
ア
ー
ル
の
農
地
に
90

本
の
柿
を
も
つ
。
市
田
柿
の
ブ
ラ
ン
ド
力

を
実
感
す
る
か
と
尋
ね
る
と
「
威
力
は
あ

る
ね
。
自
分
の
家
だ
け
で
は
干
し
き
れ
な

い
か
ら
、
他
の
農
家
に
生
柿
を
卸
し
て
い

る
け
れ
ど
、
ダ
ブ
つ
い
て
困
る
こ
と
は
な

い
で
す
」
と
話
す
。
稲
作
も
し
て
い
る
が
、

売
り
上
げ
は
圧
倒
的
に
柿
の
方
が
多
い
。

　

問
題
は
、
高
齢
化
が
進
み
、
柿
の
生

産
・
加
工
を
や
め
る
農
家
が
現
れ
て
い
る

こ
と
。
J 

A
み
な
み
信
州
は
、
農
家
の
労

力
を
軽
く
す
る
た
め
に
2 

0 

1 

3
年
（
平

成
25
）「
市
田
柿
工
房
」
を
稼
働
。
町
役
場

も
、
農
地
を
借
り
上
げ
て
柿
を
収
穫
す
る

農
業
法
人
の
立
ち
上
げ
を
準
備
し
て
い
る
。

　

高
森
町
は
、
先
人
の
挑
戦
が
生
ん
だ
市

田
柿
を
、
次
代
に
継
承
す
る
こ
と
に
力
を

注
ぐ
。
小
学
生
に
は
市
田
柿
の
料
理
教
室

を
行
な
い
、
中
学
１
年
生
は
毎
年
農
家
で

柿
も
ぎ
を
体
験
す
る
。
12
月
１
日
の
「
市

田
柿
の
日
」
に
は
、
町
内
の
小
・
中
学
生

の
給
食
に
市
田
柿
を
提
供
し
た
。
こ
う
し

た
活
動
は
先
々
必
ず
実
を
結
ぶ
だ
ろ
う
。

　
（
2 

0 

1 

5
年
11
月
27
日
取
材
）

日に干す　食物保存の水抜き加減

大
阪
の
市
場
へ
出
荷
す
る
。
売
れ
な
か
っ

た
も
の
の
、
岐
阜
や
山
梨
な
ど
柿
の
先
進

地
に
足
を
運
び
、
農
法
や
加
工
法
を
学
ぶ
。

そ
の
夢
は
上
沼
鉄
男
が
継
ぐ
。
1 

9 

5 

4

年
（
昭
和
29
）
ご
ろ
、
よ
う
や
く
都
会
の
市

場
で
品
質
を
認
め
ら
れ
、
福
澤
伝
蔵
が
南

信
州
一
帯
に
苗
木
を
広
め
た
。

　

背
景
に
は
、
交
易
が
盛
ん
だ
っ
た
地
域

性
も
あ
る
は
ず
と
松
上
さ
ん
は
推
測
す
る
。

「
こ
こ
は
東と

う
さ
ん
ど
う

山
道
（
注
4
）
で
、
京
都
か

ら
岐
阜
を
越
え
て
信
濃
に
入
る
玄
関
口
で

す
。
東
に
行
く
と
碓
氷
峠
を
経
て
東
北
ま

で
続
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
馬
の
荷
を
載

せ
替
え
ず
に
物
資
を
運
べ
る
中
馬
（
注
5
）

も
盛
ん
で
し
た
か
ら
」

　

同
館
に
は
、
戦
後
ま
も
な
い
時
期
に
出

荷
で
用
い
た
秋
田
杉
の
化
粧
箱
が
所
蔵
さ

れ
て
い
る
。
柿
の
ラ
ベ
ル
デ
ザ
イ
ン
も
多

彩
だ
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
い
う
言
葉
な

ど
な
い
時
代
に
、
柿
の
先
進
地
を
追
い
越

そ
う
と
し
た
努
力
の
跡
が
窺
え
る
。

次
世
代
に
継
承
さ
れ
る

市
田
柿
の
ブ
ラ
ン
ド

　

先
人
に
よ
る
下
地
が
あ
っ
た
う
え
、
昭

和
40
年
代
以
降
に
進
ん
だ
養
蚕
業
の
衰
退

が
、
市
田
柿
の
増
産
に
拍
車
を
か
け
た
。

天
竜
川
の
そ
ば
に
住
む
柏
原
昌
弘
さ
ん
は
、

父
親
の
代
か
ら
市
田
柿
を
つ
く
り
つ
づ
け

登
志
夫
さ
ん
は
「『
儲
か
る
は
ず
が
な
い
』

と
い
う
冷
や
や
か
な
目
の
な
か
、
果
敢
に

挑
戦
し
た
先
人
た
ち
が
い
た
の
で
す
」
と

語
る
。
高
森
町
歴
史
民
俗
資
料
館
の
館
長
、

松ま
つ
が
み上

清
志
さ
ん
も
「
気
候
風
土
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
、
市
田
柿
を
広
め
よ
う
と
一
所

懸
命
に
努
力
し
た
人
が
い
た
こ
と
が
ポ
イ

ン
ト
で
す
」
と
明
か
す
。

　

市
田
柿
の
始
ま
り
は
、
市
田
村
に
か
つ

て
あ
っ
た
伊
勢
社
の
境
内
に
生
え
る
「
焼

柿
の
古
木
」
が
原
木
と
の
説
が
有
力
だ
。

「
焼
柿
と
は
、
囲
炉
裏
の
灰
の
な
か
に
渋

柿
を
放
り
込
ん
で
お
く
こ
と
。
渋
が
抜
け

て
甘
く
な
る
そ
う
で
す
」
と
松
上
さ
ん
。

こ
の
食
べ
方
は
江
戸
時
代
後
期
、
伊
勢
社

の
境
内
で
寺
子
屋
を
開
い
て
い
た
漢
学
者
、

児こ
じ
ま島

礼れ
い
じ
ゅ
ん順

高た
か
と
も智

が
伝
え
、
村
人
た
ち
は

焼
柿
の
古
木
を
接
ぎ
木
で
増
や
し
た
。

　

こ
こ
で
登
場
す
る
の
が
、
前
島
さ
ん
が

「
果
敢
に
挑
戦
し
た
先
人
」
と
称
し
た

人
々
だ
。
市
田
柿
を
都
会
の
市
場
に
出
し

た
上か

み
ぬ
ま沼

正
雄
・
鉄
男
親
子
、
苗
木
を
広
め

た
福
澤
利り

き
さ
ぶ
ろ
う

喜
三
郎
・
伝
蔵
親
子
、
焼
柿
を

市
田
柿
と
名
づ
け
た
橋は

し
づ
め
ま
さ
の
ぶ

都
正
農
夫
、
生
産

農
家
を
増
や
し
た
酒
井
安や

す

の
6
人
で
あ
る
。

1 

9 

0 

7
年
（
明
治
40
）、
上
沼
正
雄
は
福

澤
利
喜
三
郎
か
ら
仕
入
れ
た
焼
柿
の
苗
木

を
2 

0 

0 

本
植
え
、
1 

9 

2 

1
年
（
大
正

10
）
に
は
橋
都
と
酒
井
の
協
力
を
得
て
市

田
柿
と
改
称
し
た
焼
柿
を
東
京
や
名
古
屋
、

（注 4）東山道

律令時代の五畿七道の一つ。五畿は山城、
大和、河内、和泉、摂津。七道は東海道、
東山道、北陸道、山陰道、山陽道、南海道、
西海道。

（注 5）中馬

17世紀、伊那地方の農民が農閑余業として始めた。江戸時
代の荷物の運搬は宿場ごとに人馬を付け替えて運ぶリレー
形式だったが、中馬は付け替えずに目的地まで運送した。18
世紀初めに信州一円、そして尾張や三河、江戸まで広がった。

（人物右から）父親の代に養蚕業から市田柿に切り替えた生産者の柏原昌弘さ
ん。市田柿の歴史について語る高森町歴史民俗資料館 館長の松上清志さん。
町内を案内してくれた高森町役場産業課の前島登志夫さん

高森町歴史民俗資料館が所蔵する初期の化粧箱。左端の秋田杉の化粧箱に
は、蓋に「上沼柿園」と記されている


