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小浜市 　食のまちづくり

  

　「
こ
れ
は
何
か
な
？ 

ど
ん
な
に
お
い
？
」
。
講

師
の
先
生
の
問
い
に
、「
わ
か
め
！
」「
海
の
に
お

い
！
」
、
元
気
い
っ
ぱ
い
の
声
が
響
く
。「
若
狭
は
、

む
か
し
御
食
国
と
言
っ
た
と
こ
ろ
。
海
山
の
恵
み

豊
か
な
場
所
で
す
。
こ
こ
に
生
ま
れ
て
育
つ
の
は

素
晴
ら
し
い
こ
と
な
ん
で
す
よ
」
。 

　
場
所
は
、
福
井
県
小
浜
市
に
あ
る
「
御
食
国
若

狭
お
ば
ま
食
文
化
館
」
の
キ
ッ
チ
ン
ス
タ
ジ
オ
。 

　
小
浜
市
は
全
国
で
も
早
い
時
期
か
ら
「
食
育
」

に
取
り
組
ん
で
き
た
と
こ
ろ
だ
。
現
在
は
特
に

幼
児
の
食
育
に
力
を
入
れ
て
お
り
、
小
学
校
就

学
前
の
四
〜
六
歳
児
の
う
ち
に
、
全
員
が
一
度
は

「
キ
ッ
ズ
・
キ
ッ
チ
ン
」〈
基
礎
編
〉
を
受
講
す
る
。

小
さ
い
な
が
ら
五
感
を
フ
ル
に
使
っ
て
料
理
す

る
こ
と
で
、
自
己
達
成
感
を
も
た
せ
る
の
が
ね

ら
い
だ
。 

　
こ
の
日
行
わ
れ
て
い
た
の
は
、
年
に
数
回
実
施

さ
れ
る
「
キ
ッ
ズ
・
キ
ッ
チ
ン
」
の〈
拡
大
編
〉
で
、

小
浜
市
外
の
子
ど
も
た
ち
も
含
め
て
二
〇
人
が
参

加
し
た
。 

　
市
の
食
育
の
政
策
専
門
員
・
中
田
典
子
さ
ん
は
、

最
初
に
保
護
者
に
こ
う
説
明
す
る
。 

　「
調
理
は
子
ど
も
だ
け
で
実
施
し
ま
す
の
で
、

お
家
の
皆
様
は
、
口
出
し
や
手
出
し
を
し
な
い
で
、

み
ん
な
の
頑
張
る
姿
を
静
か
に
ご
覧
く
だ
さ
い
」
。

子
ど
も
を
じ
っ
と
見
守
り
、
我
慢
し
て
待
つ
こ
と

を
ま
ず
親
自
身
が
学
ぶ
。 

　
今
回
の
テ
ー
マ
は
「
御
食
国
の
ご
ち
そ
う
」
で
、

若
狭
の
地
域
に
由
来
す
る
料
理
を
作
る
。
献
立
は

豆腐を切るのは手のひらの上で

焦がさないように卵を炒める。その横では丁稚ようかんの
粗熱とり。交代しながら一通りを体験する

テーブル毎に食育サポーターがついて対応。市民からの公募
による食育サポーターは、小浜市の食育活動をアシストする

み
け
つ
く
に 

安全のため、最初に子どもたちと交わすのが「ぜったいのお約束」。
例えば、包丁を使うときに添える手は猫の手に、使い終わった
ら刃を向こうにして置く、コンロの火を点けたら周りに注意、
鍋は必ず持ち手を持つなど。「子どもたちは、お約束を必ず守る
ので、大きな怪我や事故はまずおこりません」と担当の中田さん
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を
ま
ず
親
自
身
が
学
ぶ

 

　
今
回
の
テ
ー
マ
は
「
御
食
国
の
ご
ち
そ
う
」
で
、

若
狭
の
地
域
に
由
来
す
る
料
理
を
作
る
。
献
立
は

「
焼
き
鯖
の
押
し
寿
司
」「
若
狭
わ
か
め
と
豆
腐
の

す
ま
し
汁
」「
丁
稚
よ
う
か
ん
」
の
三
品
。 

　
ピ
ー
ラ
ー
で
野
菜
の
皮
を
む
き
、
包
丁
で
切
る
。

鯖
の
身
を
骨
か
ら
細
か
く
ほ
ぐ
す
。
豆
腐
を
手
の

ひ
ら
に
の
せ
、
神
経
を
集
中
さ
せ
て
包
丁
で
切
る
。

み
ん
な
真
剣
そ
の
も
の
、
ふ
ざ
け
る
よ
う
な
態
度

は
み
じ
ん
も
な
い
。 

　
出
汁
も
昆
布
か
ら
と
る
。
最
初
は
硬
か
っ
た
昆

布
が
、
水
の
中
で
ふ
っ
く
ら
し
て
く
る
。「
お
水

が
少
し
ず
つ
黄
色
く
な
っ
て
き
た
よ
。
こ
れ
が
お

出
汁
」
。
コ
ン
ロ
に
火
を
点
け
て
、
す
ま
し
汁
の

材
料
を
入
れ
て
い
く
。
別
の
子
は
丁
稚
よ
う
か
ん

の
寒
天
と
小
豆
を
お
鍋
の
中
で
混
ぜ
合
わ
せ
る
。

　
そ
の
間
に
、
か
ま
ど
で
は
薪
で
お
米
が
炊
か
れ

て
い
る
。
炊
き
あ
が
っ
て
、
蓋
を
開
け
る
と
、
湯
気

の
向
こ
う
に
初
め
て
見
る
お
釜
の
ご
飯
。
酢
飯
に

し
て
、
牛
乳
パ
ッ
ク
を
型
に
使
い
、
押
し
寿
司
に
。 

　
料
理
を
始
め
て
一
時
間
程
度
で
出
来
上
が
り
。

配
膳
も
自
分
た
ち
で
し
て
、
保
護
者
も
一
緒
に
「
い

た
だ
き
ま
す
」
。「
自
分
で
作
る
と
、
お
い
し
い
ね
」

と
、
野
菜
も
残
さ
ず
に
食
べ
る
。 

　
家
庭
の
食
卓
に
伝
統
や
地
域
性
が
乏
し
く
な
っ

て
い
る
現
在
で
も
、
食
育
の
ベ
ー
ス
は
や
は
り
家

庭
に
あ
る
と
中
田
さ
ん
は
言
う
。「
キ
ッ
ズ
・
キ

ッ
チ
ン
で
は
子
ど
も
が
自
ら
取
り
組
む
姿
を
見
せ

る
こ
と
が
、
保
護
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
な
る
と

意
識
し
て
い
ま
す
。
子
ど
も
が
家
庭
に
食
育
の
意

識
を
持
ち
帰
っ
て
く
れ
る
の
で
す
」
。
そ
の
意
味

で
も
、
キ
ッ
ズ
・
キ
ッ
チ
ン
が
も
つ
可
能
性
は
大

き
い
。
　 

　
　                     

（
文
責
・
Ｃ
Ｅ
Ｌ
編
集
室
） 

キッチンばさみで
わかめを細く切る 豆腐を切るのは手のひ子どもたちが調理をする様子を、保護者は後方でただ黙って見守る

小浜市は平成13年に全国初の「食のまちづくり条例」を制定、16年に「食育文化都市」宣言を行った。
若狭は、飛鳥・奈良の時代、豊富な海産物や塩を朝廷に献上した御食国（みけつくに〈御食：天皇の食事〉）
として知られる。小浜市が進める「食のまちづくり」は、この歴史的・地理的背景を核に据えたもの

小浜市の「食のまちづくり」の拠点である「御食国若狭おばま食文化館」には、地域の食の歴史・
伝統・文化を紹介する「食のミュージアム」と「キッチンスタジオ」が配されている

炊きあがったお釜のご飯に歓声があがる。普段の「キッズ・キッチン」〈基礎編〉では、献立は「かまどで炊いたご
飯と味噌汁と野菜のゴマあえ」だけ。シンプルだけど、素材そのものがもつ、本物の味覚を体験するのがねらい

CEL

小浜市 市民まちづくり部　
食のまちづくり課  
〒917-8585　小浜市大手町６丁目３番
TEL.0770-53-1111（代） 

御食国若狭おばま食文化館  
〒917-0081　小浜市川崎３丁目４番
TEL.0770-53-1000（代）
http://www.city.obama.fukui.jp/mermaid/


