
桂
木
ゆ
ず

栽
培
の
歴
史

毛
呂
山
町
の
柚
子
栽
培
の

歴
史
は
古
く
、
江
戸
後

期
１
８
２
０
年
ご
ろ
成
立
し
た

『
新し

ん
ぺ
ん編

武む

さ

し蔵
風ふ

ど

き

土
記
稿こ

う

』（
雄
山
閣

発
行
）
に
、
瀧た

き

の野
入い

り

村
（
現
在
の

滝
ノ
入
地
区
）
の
土
産
と
し
て
「
柚

子
の
実
を
数
十
駄
産
出
し
て
い

る
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
一
駄
＝
１
３
５
キ
ロ
グ
ラ
ム

　

昭
和
６
年
ご
ろ
に
書
か
れ
た
地

域
の
郷
土
誌
に
も
、
年
に
３
５
０

～
４
０
０
箱
（
１
箱
４
０
０
個
入

り
）
を
生
産
し
、
東
京
都
神
田
市

場
に
『
桂
木
柚
子
』
の
名
前
で
出

荷
さ
れ
て
い
る
、
と
記
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
毛
呂
山
町
の
柚

子
は
、
江
戸
期
か
ら
の
伝
統
を
引

き
継
い
で
、
昭
和
初
期
に
は
『
桂

特
集

日
本
最
古
の
ゆ
ず
の
里

本格的な冬を前に、桂
かつらき

木観音の麓
ふもと

では、ハイキングなどを楽しむ

人をたくさんの柚子が出迎えます。

今年も、太陽をいっぱい浴びて育った、黄
こがねいろ

金色に輝く『桂
かつらき

木ゆず』

が実りました。

毛呂山町は、柚子を農産物として出荷した日本最古の地域といわ

れいます。この伝統を生かし、現在『桂木ゆず』の名称でブラン

ド化を進めています。

新編武蔵風土記稿
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滝
ノ
入
地
区
に
住
む
青あ

お
き木
甫は

じ
めさ
ん

は
、
自
宅
の
隣
に
約
60
ア
ー
ル
の

畑
を
持
つ
柚
子
農
家
で
す
。

　

古
く
か
ら
の
農
家
で
、
青
木
さ
ん
の
父

の
代
に
本
格
的
に
柚
子
の
生
産
を
開
始
。

平
成
18
年
に
、
三
代
目
と
し
て
柚
子
農
家

を
継
ぎ
ま
し
た
。
育
て
て
い
る
の
は
黄こ

が
ね金

色い
ろ

に
輝
く
『
桂
木
ゆ
ず
』
で
す
。

 

「
桂
木
ゆ
ず
は
、
実
が
大
き
く
て
皮
が
厚

い
、
そ
し
て
香
り
深
い
の
が
特
徴
で
す
。

こ
の
特
徴
は
、
こ
の
土
地
の
自
然
環
境
や

生
産
者
の
高
い
意
識
と
細
か
い
手
入
れ
に

よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
ま
す
」
と
青
木

さ
ん
は
い
い
ま
す
。

　

毛
呂
山
町
で
柚
子
の
栽
培
が
盛
ん
な
滝

ノ
入
・
阿
諏
訪
・
大
谷
木
地
区
は
、
山
の

南
斜
面
で
風
当
た
り
が
弱
く
、
霜
が
ほ
と

ん
ど
降
り
ま
せ
ん
。「
こ
の
土
地
で
は
昼

夜
の
温
度
差
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
柚

子
の
皮
が
厚
く
、香
り
が
深
く
な
り
ま
す
」

そ
し
て
、
生
産
者
の
心
の
こ
も
っ
た
手
入

れ
に
よ
っ
て
、
皮
の
厚
み
と
香
り
に
磨
き

が
か
か
り
ま
す
。

 

「
枝
を
剪せ

ん
て
い定
し
、
太
陽
の
恵
み
を
木
の
中

に
取
り
入
れ
ま
す
。
陽
の
光
を
浴
び
る
こ

と
で
柚
子
の
実
が
大
き
く
、
香
り
が
深
く

育
つ
ん
で
す
。良
い
柚
子
を
育
て
る
に
は
、

剪
定
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
」

　

桂
木
ゆ
ず
を
生
産
す
る
皆
さ
ん
は
、
厚

い
皮
の
手
袋
を
し
な
が
ら
剪
定
を
行
い
、

一
つ
ひ
と
つ
手
作
業
で
収
穫
し
ま
す
。
柚

子
の
木
に
は
鋭
い
ト
ゲ
が
あ
り
、
実
が
ト

ゲ
に
ぶ
つ
か
る
と
黒
く
変
色
し
、
黄
金
色

の
美
し
い
柚
子
に
育
ち
ま
せ
ん
。
手
間
を

か
け
る
こ
と
で
、
質
の
高
い
毛
呂
山
の
柚

子
が
守
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

現
在
、
毛
呂
山
町
で
は
桂
木
ゆ
ず
の
ブ

ラ
ン
ド
化
を
進
め
て
お
り
、
青
木
さ
ん
も

『
桂
木
ゆ
ず
ブ
ラ
ン
ド
協
議
会
』
の
副
会

長
と
し
て
参
加
し
て
い
ま
す
。

 

「
ブ
ラ
ン
ド
化
に
向
け
て
、
産
地
化
を
進

め
る
の
と
同
時
に
、
各
方
面
で
の
加
工
品

の
開
発
も
大
切
だ
と
考
え
ま
す
。
昔
と

違
い
、
現
在
は
加
工
品
の
種
類
も
増
え

て
、
柚
子
の
利
用
度
が
多
様
化
し
て
い
ま

す
。
お
菓
子
や
化
粧
品
で
気
軽
に
柚
子
の

香
り
を
楽
し
む
よ
う
に
な
り
、
若
い
人
た

ち
に
も
よ
り
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
こ
れ
か
ら
も
、
皆
さ
ん
に
親
し
ま

れ
る
、
香
り
深
い
桂
木
ゆ
ず
と
な
る
よ
う

願
っ
て
い
ま
す
」
と
青
木
さ
ん
は
い
い
ま

す
。

桂木ゆずブランド協議会

平成27年 8 月、毛呂山町 ・ 越生町 ・ ときが

わ町の生産農家や加工 ・ 販売業者が　『桂

木ゆずブランド協議会』 を結成しました。

この地域で生産されている柚子を『桂木ゆず』

の名称で発展させることが目的です。現在、Ｇ

Ｉマーク（※）の認定を目指しています。

※地域の特色ある農産品などのブランドを保護す

る、 地理的表示 （ＧＩ） 制度の認定を示す農林水

産省の登録標章。

―
―
桂
木
ゆ
ず
を
育
て
る
―
―

木
柚
子
』
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
で
東

京
市
場
に
盛
ん
に
出
荷
さ
れ
て
お

り
、
日
本
で
最
古
の
産
地
の
ひ
と

つ
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。 

　

毛
呂
山
町
の
柚
子
栽
培
が
大
き

な
転
換
期
を
迎
え
た
の
は
、
昭
和

初
期
。

　

滝
ノ
入
地
区
の
串く

し

だ田
市い

ち
た
ろ
う

太
郎
さ

ん
（
明
治
25
年
～
昭
和
55
年
）
が

「
将
来
、
日
本
人
の
食
生
活
は
変

わ
る
。
柚
子
の
よ
う
に

“
香
り
”

を
食
べ
る
時
代
が
必
ず
来
る
」
と

考
え
、
養
蚕
か
ら
経
営
転
換
を
図

り
、
農
園
と
し
て
の
柚
子
栽
培
を

始
め
ま
し
た
。

　

以
来
、
柚
子
の
栽
培
は
滝
ノ
入

地
区
全
域
に
広
ま
り
、『
桂
木
ゆ

ず
』
と
し
て
全
国
に
名
を
売
る
ま

で
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
阿
諏
訪
・
大
谷
木
地

区
の
生
産
農
家
も
本
格
的
に
栽
培

を
行
う
よ
う
に
な
り
、
昭
和
30
年

代
に
は
全
国
有
数
の
柚
子
の
産
地

と
な
り
ま
し
た
。
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柚子の出荷の様子（昭和 10 年ごろ）



滝
ノ
入
地
区
の
、
農
産
物
加
工
組
合

ゆ
ず
の
里
工
房
。
毛
呂
山
町
に

ジ
ャ
ム
を
も
た
ら
し
た
ア
メ
リ
カ
人
宣
教

師
、
ア
プ
タ
ン
先
生
が
伝
え
た
、
砂
糖
と

水
と
柚
子
だ
け
で
作
る
丁
寧
な
ジ
ャ
ム
作

り
を
、
今
も
受
け
継
い
で
い
ま
す
。

　

工
房
で
は
、
ゆ
ず
ジ
ャ
ム
の
ほ
か
に
ゆ

ず
巻
き
、
ゆ
ず
饅
ま
ん
じ
ゅ
う頭

、
ゆ
ず
入
り
お
か
ら

ド
ー
ナ
ツ
な
ど
、
桂
木
ゆ
ず
を
使
っ
た
加

工
品
を
多
く
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。

　

ゆ
ず
巻
き
と
は
、
薄
切
り
の
大
根
と
ゆ

ず
の
皮
を
巻
い
た
甘
酢
の
漬
け
物
。
大
根

の
シ
ャ
キ
シ
ャ
キ
感
と
柚
子
の
香
り
が
絶

妙
で
、
柚
子
の
加
工
品
の
中
で
も
特
に
人

気
の
一
品
で
す
。

　

代
表
の
波は

た田
眞ま

す
み澄
さ
ん
は
、
桂
木
ゆ
ず

の
ブ
ラ
ン
ド
化
に
つ
い
て
、「
多
く
の
皆

さ
ん
に
柚
子
を
楽
し
ん
で
も
ら
う
た
め

に
、
柚
子
の
生
産
者
と
、
加
工
品
を
扱
う

私
た
ち
が
連
携
を
深
め
て
取
り
組
み
た

い
」
と
考
え
て
い
ま
す
。

 

「
大
人
は
様
ざ
ま
な
方
法
で
柚
子
を
食

べ
、
香
り
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
か

ら
は
子
ど
も
た
ち
に
も
桂
木
ゆ
ず
の
良
さ

を
知
っ
て
も
ら
え
る
加
工
品
を
考
え
て
い

き
た
い
で
す
」

　

現
在
、
ゆ
ず
の
里
工
房
や
桂
木
ゆ
ず
ブ

ラ
ン
ド
協
議
会
に
参
加
す
る
企
業
な
ど
に

よ
っ
て
、
桂
木
ゆ
ず
を
使
っ
た
加
工
品
の

開
発
・
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

観
光
を
兼
ね
た
柚
子
園
も
魅

力
的
！

　

柚
子
が
実
る
季
節
の
、
11
月
か

ら
12
月
初
旬
に
か
け
て
は
、
ハ
イ

キ
ン
グ
に
ぴ
っ
た
り
の
季
節
で
も
あ

り
ま
す
。

　

毛
呂
山
町
内
の
柚
子
園
は
、
ほ

と
ん
ど
が
山
の
南
斜
面
に
あ
り
、

天
気
が
良
い
日
は
、
ま
ば
ゆ
い
ば

か
り
の
桂
木
ゆ
ず
が
ハ
イ
カ
ー
の

皆
さ
ん
の
心
を
掴
み
ま
す
！

　

桂
木
ゆ
ず
の
香
り
を
、
身
体
中

で
楽
し
め
る
、
冬
な
ら
で
は
の
ハ

イ
キ
ン
グ
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

詳しくは、 町ホームページやガイドマップをご覧ください ハ
イ
キ
ン
グ
と

ゆ
ず
園

―
―
桂
木
ゆ
ず
で
造
る
―
―

ゆずの里工房でゆずの加工品を製造している（左から）渡辺さん、小室さん、粟田さんと代表の波田さん
工房の『ゆずジャム』をお湯で溶いて飲むと、味と香りを楽しみながら身体も温まるのでオススメ！

▲毛呂山町ホームページ＞観光情報＞ハイキング
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材料　ゆず　１個（150 ｇ）　　　砂糖　ゆず１個 (150g) に対し 50g１．ゆずを四ツ切りにする２．果肉を取り除き皮だけにし一晩水につ　　ける
３．水を変えて中火にかけ、皮が柔らかく　　なるまで茹でる
４．お湯を切り、砂糖をからめてとろ火で　　焦げない程度に 10 分程煮る５．冷ましてから冷凍保存

工房オススメ！　一年中ゆずを楽しむ秘訣『ゆずの皮』の冷凍保存



阿
諏
訪
地
区
に
住
む
市い

ち
か
わ川

覚さ
と
るさ

ん

は
、
柚
子
の
生
産
者
で
、
毛
呂
山

柚
子
部
会
の
会
長
で
も
あ
り
ま
す
。

　

市
川
さ
ん
は
、
桂
木
ゆ
ず
の
ブ
ラ
ン
ド

化
を
進
め
る
一
方
で
、
次
の
よ
う
な
心
配

が
あ
り
ま
す
。「
現
在
、
毛
呂
山
町
の
柚

子
生
産
者
の
高
齢
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。

そ
の
原
因
は
、
農
家
を
継
ぐ
若
い
人
が
少

な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
」

　

毛
呂
山
町
内
の
柚
子
園
は
、
地
形
を
生

か
す
た
め
、
ほ
と
ん
ど
が
傾
斜
地
に
あ
り

ま
す
。
そ
の
た
め
、
柚
子
の
木
を
高
く
育

て
る
と
収
穫
や
枝
の
剪
定
が
大
変
な
作
業

と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

 

「
柚
子
の
木
を
低
く
し
、
収
穫
や
手
入
れ

を
し
や
す
く
す
る
こ
と
が
、
柚
子
の
生
産

に
繋
が
り
ま
す
」
と
、
市
川
さ
ん
。

　

柚
子
の
実
は
、
生
産
者
の
日
ご
ろ
の
意

識
と
心
の
こ
も
っ
た
手
入
れ
に
よ
っ
て
、

大
き
く
、
香
り
深
く
育
ち
ま
す
。

 

「
桂
木
ゆ
ず
は
、
皮
が
厚
く
ゴ
ツ
ゴ
ツ
し

て
い
て
、
香
り
が
大
変
良
い
の
が
特
徴
で

す
。
柚
子
の
栽
培
に
は
、
消
毒
や
殺
虫
に

多
く
の
薬
を
使
わ
ず
、
生
産
者
そ
れ
ぞ
れ

が
心
を
こ
め
て
育
て
ま
す
。だ
か
ら
こ
そ
、

香
り
が
良
く
、
き
れ
い
な
柚
子
が
収
穫
で

き
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
」

　

市
川
さ
ん
は
「
多
く
の
若
い
人
に
柚
子

栽
培
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
も
ら
い
、
た

く
さ
ん
の
桂
木
ゆ
ず
を
生
産
し
て
も
ら
い

た
い
」
と
い
い
ま
す
。

　

日
本
最
古
の
生
産
柚
子
『
桂
木
ゆ
ず
』

を
守
り
、
次
の
世
代
に
受
け
継
ぐ
た
め
、

多
く
の
人
が
力
を
合
わ
せ
て
い
ま
す
。

――桂木ゆずを
未来に――

誰
で
も
柚
子
狩
り
を
体
験
で

き
る
『
オ
ー
ナ
ー
制
度
』。

　

農
家
の
皆
さ
ん
が
管
理
し
て
い

る
農
園
で
、
柚
子
の
木
を
一
本
単

位
で
契
約
し
、
12
月
末
ま
で
自
分

の
木
と
し
て
、
ま
る
ご
と
一
本
分

の
柚
子
を
収
穫
で
き
ま
す
。

　

現
在
、
10
軒
の
柚
子
農
家
が
こ

の
制
度
に
参
加
し
て
い
ま
す
。
毎

年
９
月
か
ら
受
付
を
開
始
し
ま
す

が
、
木
が
あ
い
て
い
れ
ば
、
シ
ー

ズ
ン
中
で
も
申
し
込
め
ま
す
。

申
込
み
▼
オ
ー
ナ
ー
制
度
に
登
録

し
て
い
る
農
家
に
直
接
申
込
み

問
合
せ
▼
役
場
産
業
振
興
課
農

林
係

ｔ
０
４
９
―
２
９
５
―

２
１
１
２
内
線
２
１
１
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ふじみ野市在住の荒井オーナー。
「スーパーの柚子とは全然違う！」
と、収穫を楽しんでいます。
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