
岐 阜 県

寒干しに適した「凍み」の風土
岐阜県飛騨市神岡町山之村地区は、
北アルプスの麓、標高約 1,000mに
広がる“孤高”の地。春・夏期は高
原野菜を生産するが、厳冬期は氷点下
20℃、積雪 2mの「凍み」の世界。
この寒風と豊かな陽射しを活かし、古く
から寒干し大根が作られてきた。
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奥
飛
騨
山
之
村 

寒
干
し
大
根

寒
風
と
太
陽
が
凍
み
込
ん
だ
琥
珀
色
の
甘
い
結
晶

山
之
村
の
有
志
が
手
作
り
の
伝
統
的
保
存
食
を
全
国
に
発
信

収穫は 10 月。採れた大根は横向きにして地中に
埋める。埋める前に藁を燻し、ネズミなどの食
害を防ぐ。写真は少量の場合に藁を帽子のよう
に被せる“だいこんつぶり”。気温が氷点下にな
る12月頃に土中から大根を掘り出す。

大根の種まきは8月中旬頃。その後は防護
シートで覆い、鳥による食害を防ぐ。

串刺しした大根を軒先に干す。水分を吸って重
くなった大根を運ぶのは労力のいる大変な作業。
30日間寒風にさらし、寒干し大根が完成する。

掘り出した大根は水洗して皮をむ
き、厚さ2cmの輪切りにしてゆでる。
ゆでた大根は串刺しに。以前は藁を
通していたが、カビが発生しやすい
ため串に変えた。

生産者のすずしろグループで作成した寒干
し大根のレシピ集。写真の「寒干し大根の
辛子マヨ和え」など簡単にできる楽しい調
理法が満載だ。

標高 1,000ｍに広がる山之村。冬季は風雪
に閉ざされるが、そんな自然条件を活かし
た先人の知恵が「寒干し大根」だった。

すずしろグループ
代表

岩本 智恵子 氏

商品情報
内容量50g（一袋）。大根約1本分が一袋に入っている。氷点下の寒風に鍛えられ、陽
の光をあびて熟成された寒干し大根は、独特の食感と甘みがある。煮込んでも煮崩れし
ないのが利点。すき焼きや煮物のほか、その甘みを活かし、ヨーグルト和えやジャムなどス
イーツへの応用も可能。 生のダイコンに比べ、たんぱく質は7倍、糖質20倍、カルシウ
ムは13倍と栄養面でも優れた食品である。袋には会員の似顔絵とおすすめレシピの
カードもついている。

関連団体
飛騨農業協同組合　高原事業所　
☎0578-82-1216

奥飛騨山之村
寒干し大根

名称の由来／奥飛騨山之村地区は標高約 1,000m
の高地に位置し、厳冬期にはマイナス20℃になる豪
雪地帯。この冬場の「凍み」を活かし、寒の入り頃から
作られることから、名称を「奥飛騨山之村 寒干し大
根」とした。

製法の特徴／この地で生産された青首大根のみを原材
料に使用。大根は収穫と同時に別の場所で土中に保
存。1月の寒の入りの頃、掘り出した大根をゆで、串に刺
して約１カ月、農家の軒下で寒にさらす。昔ながらの手作
業を中心とした製法と農家の軒下を利用して寒干しする
ため、生産量は希少だが、播種から出荷まで一貫生産を
行うことで、製品のバラツキを改善し、地域特産品として
知名度を上げている。

原材料の特徴／山之村の気候・風土に適した様々な
大根の品種を研究。現在は、安定した作付けが可能
で、寒干しに適した甘みと食感の良さがある青首大根
の品種「耐病総太り」を使用している。

品質と安全性／化学肥料を従来比 30％減量し、環境
負荷の低減を図る「岐阜クリーン農業」基準を満たす耕
地整備を行う。寒干しの際には、一つひとつ大根の品
質をチェックし、またカビの発生を防ぐために藁を使わ
ず、串に刺す方法を採用している。

業界とりまとめ団体／飛騨農業協同組合 高原事業
所 (☎0578-82-1216 )
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認定

ココ
が特
徴

古
く
は
日
本
の
近
代
化
に
貢
献
し
た
神

岡
鉱
山
、
現
在
は
ニュ
ー
ト
リ
ノ
検
出
装
置

〝
ス
ー
パ
ー
カ
ミ
オ
カ
ン
デ
〞
の
設
置
で
知
ら

れ
る
岐
阜
県
飛
騨
市
神
岡
町
。
そ
こ
か
ら

さ
ら
に
、
車
で
30
分
ほ
ど
山
麓
を
上
る
と
、

北
ア
ル
プ
ス
を
望
む
標
高
１
０
０
０
m
の
地

に
〝
山
之
村
〞
と
呼
ば
れ
る
周
囲
と
隔
絶

さ
れ
た
高
原
が
広
が
る
。
山
之
村
は
、
こ

こ
に
点
在
す
る
７
つ
の
集
落
の
総
称
で
あ
る

が
、
地
図
に
は
載
っ
て
い
な
い
。
正
式
な
地

名
で
は
な
い
か
ら
だ
。
地
図
に
な
い
こ
の
村

に
、
現
在
は
70
戸
が
住
み
、
春
夏
は
ほ
う

れ
ん
草
な
ど
良
質
な
高
原
野
菜
を
生
産
し

て
い
る
。

山
之
村
に
冬
が
訪
れ
、
２
m
も
の
積
雪

に
閉
ざ
さ
れ
る
頃
、
プ
ロ
ア
マ
問
わ
ず
、

た
く
さ
ん
の
カ
メ
ラ
マ
ン
が
足
を
運
ぶ
。
目

的
は
日
本
の
原
風
景
。
カ
メ
ラ
の
先
に
あ

る
の
は
、
民
家
の
軒
先
に
白
い
玉
す
だ
れ

の
よ
う
に
並
べ
ら
れ
た
寒
干
し
大
根
の
風

景
で
あ
る
。

山
之
村
で
は
、
古
く
か
ら
冬
の
保
存
食

と
し
て
寒
干
し
大
根
が
作
ら
れ
、
現
在
も

そ
の
製
法
が
継
承
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
60

年
に
は
特
産
化
へ
向
け
た
研
究
が
ス
タ
ー

ト
し
、「
奥
飛
騨
山
之
村
寒
干
し
大
根
」

と
し
て
商
品
化
さ
れ
た
。

そ
の
担
い
手
は
山
之
村
地
域
内
農
家
の

時
代
と
観
光
客
の
減
少
を
受
け
て
、
新
た

な
販
路
と
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
立
ち
上

げ
ネ
ッ
ト
シ
ョッ
プ
も
開
始
。
飛
騨
市
の
ふ

る
さ
と
納
税
の
返
礼
品
と
し
て
採
用
し
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。」

こ
う
語
る
岩
本
智
恵
子
代
表
も
、
山

之
村
で
生
ま
れ
育
っ
た
〝
か
か
さ
〞。
寒
干

し
大
根
は
子
ど
も
の
頃
か
ら
身
近
な
存
在

で
、
毎
年
冬
に
な
る
と
母
や
祖
母
の
作
業

を
手
伝
っ
て
い
た
と
い
う
。

山
之
村
で
作
ら
れ
る
寒
干
し
大
根
の
大

き
な
特
徴
は
、
奥
飛
騨
の
厳
し
い
冬
の
自

然
条
件
を
巧
み
に
活
用
し
て
い
る
点
。
岩

本
代
表
も
「
光
と
風
と
凍
み
、
こ
の
３
つ

が
そ
ろ
わ
な
い
と
い
い
寒
干
し
大
根
は
で
き

ま
せ
ん
」
と
強
調
す
る
。〝
凍
み
〞
と
は

凍
る
よ
う
な
寒
さ
の
こ
と
。
山
之
村
で
は

厳
冬
期
に
気
温
が
マ
イ
ナ
ス
20
℃
ま
で
下

が
り
、
そ
の
凍
み
で
大
根
は
凍
っ
て
は
溶

け
を
繰
り
返
し
、
甘
み
と
滋
養
を
凝
縮
さ

せ
て
い
く
。
気
温
が一番
下
が
る
寒
の
入
り

の
頃
に
干
し
始
め
る
こ
と
か
ら
、〝
寒
干
し
〞

と
名
付
け
ら
れ
た
。

有
志
で
構
成
す
る
す
ず
し
ろ
グ
ル
ー
プ
。

村
の
過
疎
化
と
高
齢
化
が
進
み
現
在
の
会

員
は
７
人
と
小
規
模
だ
が
、

少
し
ず
つ
世
代
交
代
を
し
伝
統
文
化
を

引
継
ぎ
な
が
ら
新
し
い
流
れ
も
取
り
入
れ

て
い
ま
す
。

「
山
之
村
の
綺
麗
な
冬
景
色
と
寒
干
し

大
根
の
厳
し
い
作
業
風
景
を
ご
理
解
い
た

だ
け
る
よ
う
、
動
画
を
制
作
し

Y
o
u
T
u
b
e
で
発
信
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
コ
ロ
ナ
の

地
産
の
大
根
だ
け
を
使
い

30
日
間
寒
に
さ
ら
す

寒
干
し
大
根
づ
く
り
は
８
月
、
大
根
の

種
ま
き
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
。
様
々
な
研
究

の
結
果
、
大
根
の
品
種
は
「
耐
病
総
太
り
」

を
使
用
。
安
定
し
た
作
付
け
が
可
能
で
、
鬆

（
ス
）が
入
り
に
く
く
、
寒
干
し
後
の
甘
み

が
引
き
立
ち
、
煮
崩
れ
し
に
く
い
―
―
な

ど
の
利
点
が
あ
る
と
い
う
。

育
っ
た
大
根
は
10
月
か
ら
11
月
に
か
け

て
収
穫
し
、
土
の
中
に
保
存
。
そ
の
際
、

ネ
ズ
ミ
な
ど
の
食
害
を
防
ぐ
た
め
、
藁
を

焼
き
、
燻
す
な
ど
の
処
理
を
行
な
う
。

12
月
か
ら
1
月
に
か
け
て
、
気
温
が
氷

点
下
に
な
る
と
、
い
よ
い
よ
寒
干
し
の
作

業
開
始
だ
。
地
中
か
ら
掘
り
出
し
た
大
根

を
丁
寧
に
水
洗
い
し
、
皮
を
む
い
た
後
、

厚
さ
２
cm
の
輪
切
り
に
し
て
30
分
ゆ
で
る
。

こ
の
ゆ
で
上
が
っ
た
大
根
を
串
に
刺
し
、

建
物
の
軒
先
な
ど
に
並
べ
て
、
約
30
日
間

寒
に
さ
ら
す
。

大
根
作
り
、
寒
干
し
作
業
、
と
も
に

自
然
条
件
に
よ
っ
て
出
来
が
左
右
さ
れ
る
。

例
え
ば
、寒
干
し
の
時
期
に
気
温
が
高
く
、

雨
が
続
い
た
り
す
る
と
、
大
根
が
腐
っ
て

出
荷
で
き
な
い
。
ま
た
、
大
根
そ
の
も
の

が
不
作
だ
と
、
寒
干
し
大
根
の
生
産
量
も

落
ち
て
し
ま
う
。

大
根
が
不
作
で
も
、
寒
干
し
に
は
、
山

之
村
で
穫
れ
た
大
根
し
か
使
わ
な
い
。一度
、

不
作
の
年
に
市
中
の
大
根
を
使
い
、
顧
客

が
離
れ
て
し
ま
っ
た
苦
い
経
験
が
あ
る
か
ら

だ
。

「
以
来
、
山
之
村
で
取
れ
た
大
根
だ
け

を
使
う
よ
う
み
ん
な
で
確
認
し
、
徹
底
し

て
い
ま
す
」

岩
本
代
表
が
、
地
産
の
大
根
に
こ
だ
わ

る
理
由
を
、
こ
う
説
明
し
て
く
れ
た
。

山
之
村
の
地
産
の
大
根
に
だ
け
、
特
別

な
味
わ
い
を
も
た
ら
す
奥
飛
騨
の
光
と
風

と
凍
み
。
ま
さ
に
自
然
の
摂
理
だ
。

す
ず
し
ろ
グ
ル
ー
プ
で
は
独
創
的
な
レ

シ
ピ
で
、
寒
干
し
大
根
を
使
っ
た
新
し
い

食
の
提
案
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
。

「
先
代
の
方
が
築
い
て
く
だ
さ
っ
た
事
を

消
す
こ
と
な
く
後
世
に
後
世
に
伝
え
て
い

く
こ
と
が
大
き
な
役
目
。
便
利
で
何
で
も

簡
単
に
食
べ
れ
る
世
の
中
だ
か
ら
こ
そ
、

若
い
世
代
の
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
し
、

食
べ
て
も
ら
い
た
い
。」

大
根
を
輪
切
り
に
し
て
柔
ら
か
く
煮
て

干
し
た
も
の
だ
か
ら
料
理
が
簡
単
。
忙
し

い
人
や
離
乳
食
に
お
す
す
め
。
煮
物
だ
け

で
な
く
グ
ラ
タ
ン
や
サ
ラ
ダ
、
酢
の
物
、
す

き
焼
き
に
入
れ
て
も
美
味
し
い
と
の
こ
と
。

地
の
恵
を
受
け
た
〝
本
場
の
本
物
〞
だ

か
ら
こ
そ
、
そ
の
味
に
は
無
限
の
世
界
が

凝
縮
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
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