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コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
再
生
を
目
指
し
て
い
こ
う
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。

　

真
庭
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
魅
力
あ
る
文
化
活
動
や
ま

ち
づ
く
り
の
う
ね
り
が
あ
り
ま
す
。
落
合
総
合
セ
ン
タ

ー
が
完
成
し
、
中
央
図
書
館
や
北
房
の
教
育
施
設
な
ど

も
整
備
し
ま
す
。
加
え
て
、
出
産
・
子
育
て
環
境
を
さ

ら
に
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、
子
ど
も
の
生
き
る
力
と

学
力
の
向
上
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

今
、
真
庭
は
躍
動
の
時
を
迎
え
て
い
ま
す
。
多
彩
で

豊
か
な
生
活
「
真
庭
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
を
実
現
し
、

日
本
の
農
山
村
の
モ
デ
ル
に
す
る
た
め
、
果
敢
に
挑
戦

し
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。
次
世
代
に
誇
り
を
持
っ
て
愛

す
る
ふ
る
さ
と
を
つ
な
げ
て
い
く
た
め
に
。

　

結
び
に
、
市
民
皆
さ
ま
の
ご
多
幸
と
ご
健
勝
を
お
祈

り
申
し
上
げ
、
新
年
の
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

　

新
年
、
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
皆

さ
ま
に
は
、
希
望
あ
ふ
れ
る
輝
か
し
い
新
年
を
お
迎
え

の
こ
と
と
、
心
よ
り
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

真
庭
市
は
、
市
制
施
行　

年
と
い
う
節
目
を
越
え
、

１０

新
た
な
歩
み
を
始
め
ま
し
た
。
市
政
の
最
重
要
課
題
は
、

少
子
高
齢
化
社
会
に
あ
っ
て
、
永
続
し
て
安
全
安
心
で

豊
か
に
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
真
庭
の
礎
を
築
く
こ
と

で
す
。
総
合
計
画
に
基
づ
き
、「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と

創
生
総
合
戦
略
」
を
は
じ
め
と
す
る
政
策
を
着
実
に
実

践
し
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
の
間
、
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
や

木
材
需
要
を
増
大
さ
せ
る
新
構
造
建
材
Ｃ
Ｌ
Ｔ
（
直
交

集
成
板
）
関
係
、
産
業
団
地
へ
の
企
業
進
出
な
ど
で
、

地
域
経
済
は
好
循
環
に
向
き
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
各
地

で
展
開
し
始
め
た
地
方
創
生
事
業
を
加
速
さ
せ
て
相
乗

効
果
を
出
し
、
雇
用
の
拡
大
、
交
流
定
住
人
口
の
増
加
、

活
性
化
、
議
員
定
数
、
報
酬
に
つ
い
て
議
論
す
る
た
め
、

昨
年
９
月
に
「
真
庭
市
議
会
活
性
化
特
別
委
員
会
」
を

設
置
し
ま
し
た
。
１
月　

日
に
は
、
議
員
研
修
の
一
環

３１

と
し
て
、
議
会
改
革
の
専
門
家
で
あ
る
山
梨
学
院
大
学

江
藤
俊
昭
教
授
を
お
迎
え
し
、「
真
庭
市
議
会
の
将
来
を

考
え
る
」
と
題
し
て
講
演
会
を
開
催
し
ま
す
。
皆
さ
ま

の
ご
参
加
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

本
市
で
は
、
急
激
な
人
口
減
少
と
高
齢
化
に
い
か
に

歯
止
め
を
掛
け
る
か
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
中
、
多
彩
な
真
庭
の
豊
か
な
生
活

「
真
庭
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
の
実
現
を
目
指
し
、
人
口
の

社
会
増
を
目
標
に
、
議
員
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で

ま
い
り
ま
す
。

　

本
年
が
皆
さ
ま
方
に
と
り
ま
し
て
輝
か
し
い
年
に
な

る
こ
と
を
お
祈
り
し
、
新
年
の
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

　

新
年
、
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
皆

さ
ま
ご
家
族
お
そ
ろ
い
で
、
明
る
く
希
望
に
満
ち
た
新

年
を
迎
え
ら
れ
た
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
市
民
参
加
の
推
進
、

分
か
り
や
す
い
議
会
を
目
指
し
て
、
１
月
に
は
「
人
口

減
少
と
地
域
活
性
化
」、　

月
に
は
真
庭
市
が
策
定
し
た

１１

「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
」
を
主
テ
ー
マ

に
、
議
会
地
域
報
告
会
を
市
内
９
カ
所
で
開
催
し
、
大

勢
の
市
民
の
皆
さ
ま
に
ご
参
加
い
た
だ
き
意
見
を
交
わ

し
ま
し
た
。
今
後
も
こ
う
い
う
対
話
の
機
会
を
大
切
に

し
、
よ
り
身
近
な
議
会
に
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

本
議
会
で
は
、
平
成　

年
度
に
「
議
会
基
本
条
例
」

２４

を
制
定
し
、
開
か
れ
た
議
会
を
目
指
し
て
改
革
に
取
り

組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
そ
の
中
で
、
社
会
経
済

情
勢
や
議
会
の
担
う
べ
き
役
割
な
ど
に
鑑
み
、
議
会
の

真庭市議会議長  竹原茂三 真庭市長  太田　昇

新年のご あいさつ ２０１６年 １ 月



特 
集  
伝 
え
て
い 
き
た
い 
食
文
化

あ
な
た
が
育
っ
た

味
が
あ
る

あ
な
た
が
求
め
る

味
が
あ
る

あ
な
た
を
待
っ
て
る

味
が
あ
る

　

季
節
を
問
わ
ず
何
で
も
食
べ

た
い
も
の
が
手
に
入
る
今
の
時

代
、
あ
ら
た
め
て
食
に
つ
い
て

考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。
今
回
は

真
庭
の
食
文
化
や
受
け
継
が
れ

る
食
、
新
し
い
取
り
組
み
な
ど

に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
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は
な
く
、
毎
日
食
べ
る
料
理
で
い

い
の
で
、
ま
ず
は
自
分
の
味
を
見

つ
け
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
を
家
庭

の
味
と
し
て
、
意
欲
を
持
っ
て
伝

え
た
い
と
思
う
か
が
大
事
で
す
。

そ
し
て
、
楽
し
ん
で
料
理
を
作
っ

て
く
だ
さ
い
。
私
の
モ
ッ
ト
ー
は

『
楽
し
ん
で
作
ら
な
い
と
お
い
し

い
も
の
は
で
き
な
い
』
と
い
う
こ

と
で
す
。
何
事
も
楽
し
ん
で
取
り

組
め
ば
、
き
っ
と
い
い
結
果
が
つ

い
て
く
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
皆

さ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
の
味
を

ぜ
ひ
見
つ
け
て
、
後
世
に
伝
え
て

い
っ
て
く
だ
さ
い
。

ジ
し
て
後
世
に
伝
え
て
い
く
こ
と

が
大
事
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

家
庭
の
味
を
伝
え
る

　

昔
の
よ
う
に
家
庭
の
味
を
、
お

母
さ
ん
や
お
姑
さ
ん
か
ら
教
わ
り

な
が
ら
覚
え
て
い
く
と
い
う
こ
と

は
、
核
家
族
化
や
勤
め
を
し
な
が

ら
で
は
難
し
い
時
代
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
家
庭
の
味
と
い
う
の

は
決
ま
っ
た
も
の
は
な
く
、
各
家

庭
で
そ
れ
ぞ
れ
違
い
ま
す
。
あ
る

お
家
で
は
家
庭
の
味
と
い
え
ば
お

み
そ
汁
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
る
で

し
ょ
う
。
手
間
の
か
か
る
料
理
で

見
な
が
ら
レ
シ
ピ
を
作
り
ま
し

た
。
レ
シ
ピ
通
り
に
作
れ
ば
、
あ

る
程
度
は
同
じ
味
を
出
せ
ま
す

が
、
レ
シ
ピ
を
基
に
ア
レ
ン
ジ
し

て
、
自
分
の
味
を
作
っ
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。
そ
の
味
を
次
の
代

へ
と
伝
え
て
い
き
、
や
が
て
そ
れ

が
家
庭
の
味
に
な
っ
て
い
け
ば
嬉

し
い
で
す
。

昔
の
人
の
知
恵
を
伝
え
る

　

家
事
の
す
べ
て
が
人
力
の
時
代

に
、
料
理
は
実
家
の
母
と
姑
さ
ん

に
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
印
象

に
残
っ
て
い
る
教
え
は
、
だ
ん
ご

の
粉
を
作
る
と
き
に
、
水
洗
い
し

た
米
を
縁
側
な
ど
で
「
寒
干
し
（
乾

燥
し
た
冷
た
い
空
気
に
さ
ら
し
乾

燥
さ
せ
る
こ
と
）」
に
す
る
こ
と
。

冷
蔵
庫
で
も
乾
燥
さ
せ
る
こ
と
は

で
き
ま
す
が
、
食
べ
比
べ
て
み
る

と
、
寒
干
し
し
た
ほ
う
が
お
い
し

く
感
じ
る
ん
で
す
。
私
は
、
昔
の

人
の
す
ば
ら
し
い
知
恵
を
大
事
し

な
が
ら
、
時
代
に
合
わ
せ
ア
レ
ン

レ
シ
ピ
が
な
か
っ
た
、
お
祭
り
や

お
祝
い
ご
と
に
食
べ
る
行
事
食
の

レ
シ
ピ
化
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
レ
シ
ピ
化
し
た
の
は
、

あ
く
ま
で
も
わ
が
家
の
味
で
す
。

若
い
人
で
も
作
れ
る
よ
う
に
、
調

味
料
を
ど
れ
く
ら
い
入
れ
た
ら
い

い
か
グ
ラ
ム
単
位
で
量
り
、
味
を

行
事
食
を
レ
シ
ピ
化

　

「
く
わ
の
実
会
」
で
は
シ
イ
タ
ケ

な
ど
を
使
っ
た
加
工
品
の
開
発
や

販
売
、
秋
の
お
祭
り
シ
ー
ズ
ン
の

さ
ば
寿
司
づ
く
り
と
忙
し
く
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
活
動
の

一
環
で
、
味
は
受
け
継
が
れ
て
も
、

家
庭
の
味
を
見
つ
け
て
後
世 
へ

　

地
域
の
魅
力
や
味
を
伝
え
る
活
動
を
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
の
一
つ
、「
く
わ
の
実
会
」
会
長
と
し
て
、
ま

た
、
地
域
資
源
を
活
用
し
た
６
次
産
業
化
に
精
力
的
に
活
躍
さ
れ
て
い
る
大
石
清
子
さ
ん
に
、
会
の
活
動

や
家
庭
の
味
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
な
ど
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

おばあちゃんが作っていた味として人気のさば寿司づくり

楽
し
ん
で
作
ら
な
い
と

お
い
し
い
も
の
は
で
き
ま
せ
ん

くわの実会  会長

 大  石  清  子  さん（月田）
おお いし きよ こ
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昔ながらの味と
歴史を伝える銘菓落合羊羹
　落合地域で古くから作られ、真庭のお土産としても定番の落合羊羹。舟形の羊羹は真庭ブラ

ンドにも認定されています。地域の味として愛され続ける落合羊羹の歴史などを紹介します。

落合羊羹の特徴

　甘さや食感など製造業者によってさま

ざまですが、表面がうすく糖化するのが

落合羊羹の大きな特徴。この固くなった

ところが好きということで、日にちをお

いて食べる人もいるとか。

川べりに並ぶ高瀬舟（引用元：落合町史通史編）

落合羊羹（舟形）

町史から見る歴史

　平成１６年に発行された『落合町史通史編』によると、「落合で
の羊羹製造創業年代は一様ではないが、早い店は明和期（１７６４
年）の頃からともいわれ、古見屋・西口屋・梅田屋・藤屋・福

本屋・山地屋・加藤店などが営業し、名品羊羹が定着した。」ま

た、「落合羊羹発祥は、高瀬船で上がってくる和三盆と呼ばれる

粒子の細かい上等の砂糖と、寒天も手にはいり、味の良い名品

備中小豆・名産西条柿・栗など特徴のある原料を利用した羊羹

が作られ始め、木山宮参りの土産等にも珍重されたことから当

地の名産品として発展、定着していった。」とあります。

高瀬舟との関係

　落合羊羹といえば舟形の容器に入った羊羹をイメージされる

のではないでしょうか。かつて旭川では高瀬舟を使った流通が

盛んでした。元禄２年（１６８９年）、『作陽誌』に「垂水村の内、
備中川と高田川（旭川）と相会する所落合と名付く。民間船１９
艘あり。米殻薪炭積以岡山に運送す。向津屋村船１２艘有り。」と
記されています。この地域の発展の一躍を担っていた高瀬舟を

模して、昭和３０年代に一口サイズの舟形の羊羹が作られ、食べ
やすさと手頃な価格ということで、地域に広まったといわれて

います。

落合羊羹製造業者

㈱古見屋羊羹
真庭市落合垂水１９９
℡０８６７-５２-０００５

㈲西口屋本店
真庭市落合垂水９３
℡０８６７-５２-００６５

加藤商店
真庭市落合垂水４７
℡０８６７-５２-０１４４

㈲梅田屋羊羹店
真庭市落合垂水１８３
℡０８６７-５２-００４２

㈲おちあい羊羹
真庭市栗原１６２８-４
℡０８６７-５４-０８３２

現在、５つの製造業者で昔なが
らの味を今に伝えています。



　

真
庭
の
食
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
真
庭
の
食
生
活
の
改
善
や
健
康
づ
く
り
の
た
め

の
普
及
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
真
庭
市
栄
養
改
善
協
議
会
会
長
の
植
田
久
子
さ
ん
に
、
食
文
化
や
今
に

受
け
継
が
れ
て
い
る
食
な
ど
に
つ
い
て
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。
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感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ
ず

　

昔
は
、
食
材
が
す
ぐ
に
は
手
に

入
ら
ず
、
季
節
ご
と
に
採
れ
る
食

材
に
感
謝
し
な
が
ら
生
活
し
て
い

ま
し
た
。
今
は
何
で
も
お
金
を
出

せ
ば
手
に
入
り
ま
す
が
、
私
は
、

少
し
寂
し
く
感
じ
て
い
ま
す
。
旬

の
食
材
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
、

命
を
い
た
だ
い
て
い
る
と
い
う
感

謝
の
気
持
ち
を
持
っ
て
各
家
庭
で

食
卓
を
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。
私
た

ち
栄
養
改
善
協
議
会
も
皆
さ
ん
と

と
も
に
料
理
教
室
な
ど
を
通
じ
て

そ
の
こ
と
を
伝
え
て
い
き
ま
す
。

け
継
が
れ
て
い
る
行
事
食
と
い
え

ま
す
。
郷
土
料
理
は
、
日
常
の
食

生
活
の
中
で
、
食
材
を
無
駄
な
く

お
い
し
く
食
べ
る
た
め
に
考
え
ら

れ
た
料
理
で
す
。
例
え
ば
、
真
庭

で
は
秋
の
お
祭
り
時
期
に
は
「
さ

ば
寿
司
」
を
食
べ
る
習
慣
が
あ
る

地
域
が
多
い
で
す
ね
。
海
か
ら
遠

い
地
域
で
は
、
長
く
保
存
す
る
た

め
に
塩
漬
け
さ
れ
た
サ
バ
を
調
理

し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
の
サ
バ
を
い
か
に
お
い
し

く
食
べ
る
か
と
い
う
人
々
の
生
活

の
知
恵
か
ら
生
れ
た
郷
土
料
理
と

い
え
ま
す
。

庭
の
味
」
が
受
け
継
が
れ
て
そ
の

家
の
食
文
化
と
な
り
、
そ
れ
が
地

域
へ
と
広
が
っ
て
、『
多
彩
な
食
文

化
』
を
作
っ
て
い
く
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
か
ら
、
真
庭

の
お
い
し
い
食
材
を
使
っ
て
『
真

庭
の
代
表
』
と
言
え
る
よ
う
な
食

文
化
が
で
き
た
ら
い
い
で
す
ね
。

受
け
継
が
れ
て
い
る
食

　

真
庭
で
は
、
お
米
を
使
っ
た
行

事
食
や
郷
土
料
理
が
多
く
受
け
継

が
れ
て
い
ま
す
。
お
米
は
、
古
来

お
祝
い
事
で
神
様
に
感
謝
す
る
際

の
貴
重
な
食
糧
と
し
て
大
切
に
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
お
祝
い
の
と
き

に
だ
け
、
普
段
は
食
べ
な
い
お
米

や
お
餅
を
食
べ
る
と
い
う
習
慣
が

あ
り
、
家
庭
で
食
べ
ら
れ
た
特
別

な
料
理
を
行
事
食
と
い
い
ま
す
。

例
え
ば
、
正
月
に
食
べ
る
お
雑
煮

は
、
出
汁
の
素
材
や
味
付
け
、
具

な
ど
が
地
域
や
家
庭
で
さ
ま
ざ
ま

で
す
が
、
ほ
と
ん
ど
の
家
庭
で
受

受
け
継
が
れ
る
味
は
、
調
理
方
法

だ
け
で
は
な
く
、
食
材
を
選
ぶ
こ

と
か
ら
始
ま
り
、
ど
ん
な
器
を
使

っ
て
食
べ
る
か
、
ど
の
よ
う
に
も

て
な
し
を
す
る
か
な
ど
い
ろ
ん
な

要
素
に
よ
っ
て
で
き
る
も
の
で
す
。

先
人
が
そ
れ
を
ど
こ
で
培
っ
て
き

た
か
と
考
え
る
と
、
や
は
り
家
庭

で
す
。
各
家
庭
そ
れ
ぞ
れ
の
「
家

真
庭
の
食
文
化

　

真
庭
の
食
文
化
と
は
何
か
を
考

え
た
と
き
、
こ
れ
が
真
庭
の
代
表

と
い
う
一
つ
の
も
の
は
な
く
、
地

域
や
家
庭
で
そ
れ
ぞ
れ
違
う
味
が

受
け
継
が
れ
る
『
多
彩
な
食
文
化
』

が
あ
る
地
域
と
言
え
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
地
域
や
家
庭
で

家
庭
の
味
か
ら
多
彩
な
食
文
化 
へ

真
庭
の
お
い
し
い
も
の
を

た
く
さ
ん
食
べ
て
く
だ
さ
い

真庭市栄養改善協議会  会長

 植  田  久  子  さん
うえ だ ひさ こ
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は
じ
め
は　

熟
の
種
い
も
か
ら

　

合
併
前
の
勝
山
町
時
代
の
農
業

委
員
会
で
、
滋
賀
県
の
秦
荘
町
（
現

愛
荘
町
）
の
ヤ
マ
ノ
イ
モ
の
種
イ

モ
を
使
っ
て
勝
山
で
栽
培
し
て
は

ど
う
か
と
話
に
な
り
ま
し
た
。
視

察
を
兼
ね
て
秦
荘
町
か
ら
種
イ
モ

　

熟
を
も
ら
っ
て
き
て
、
有
志
で

６０栽
培
を
始
め
た
の
が
最
初
で
す
。

秦
荘
町
の
人
か
ら
は
、
真
庭
の
土

に
は
合
わ
な
い
と
言
わ
れ
ま
し
た

が
、
真
庭
農
業
普
及
指
導
セ
ン
タ

ー
な
ど
の
協
力
も
い
た
だ
き
、
試

行
錯
誤
し
な
が
ら
形
が
い
い
イ
モ

の
栽
培
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。
そ
し
て
、
平
成　

年
に

１６

「
か
つ
や
ま
の
い
も
生
産
組
合
」
を

結
成
し
、
現
在　

戸
で
栽
培
し
て

３４

い
ま
す
。

粘
り
と
甘
み
が
特
徴

　

神
庭
の
滝
の
銀
白
に
輝
く
飛
沫

が
畑
に
舞
い
散
り
、
ヤ
マ
ノ
イ
モ

に
な
っ
た
と
い
う
想
定
と
、
切
り

口
の
表
面
が
銀
白
に
輝
く
飛
沫
に

似
て
い
る
こ
と
か
ら
「
銀
沫
」
と

い
う
名
前
に
し
ま
し
た
。　

　

銀
沫
は
、
あ
く
が
少
な
く
風
味

が
よ
く
、
す
り
下
ろ
す
と
、
つ
き

た
て
の
餅
の
よ
う
な
粘
り
と
甘
み

が
あ
り
、
口
当
た
り
が
な
め
ら
か

な
の
が
特
徴
で
す
。

こ
の
味
を
広
め
た
い

　

勝
山
観
光
協
会
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
チ
ー
ム
を
作
り
、
銀
沫
を
提
供

し
て
い
る　

店
を
掲
載
し
た
「
や

１６

ま
の
い
も
銀
沫
提
供
店
マ
ッ
プ
」

を
作
成
し
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の

お
店
で
い
ろ
い
ろ
な
味
を
楽
し
む

こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
マ
ッ
プ

を
も
っ
て
食
べ
歩
き
を
し
て
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
。
銀
沫
は
、

胃
腸
に
も
や
さ
し
く
健
康
に
も
い

い
の
で
、
多
く
の
皆
さ
ん
に
食
べ

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

勝
山
地
区
を
中
心
に
栽
培
さ
れ
て
い
る
「
勝
山
や
ま
の
い
も
銀
沫
（
ぎ
ん
し

ぶ
き
）
」
。
そ
の
栽
培
に
至
っ
た
経
緯
や
現
在
の
取
り
組
み
な
ど
、
か
つ
や
ま
の

い
も
生
産
組
合
組
合
長
綱
島
孝
晴
さ
ん
に
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

旬
な
味
を
召
し
上
が
れ

やまのいも銀沫提供店マップ
駅や道の駅、観光協会で無料
配布しています

すり下した銀沫

かつやまのいも生産組合

組合長   綱  島  孝  晴  さん（岩井谷）
つな しま たか はる

銀
沫
の
味
を

ご
堪
能
く
だ
さ
い

食育や健康づくりに役立つ内容が盛りだくさんです。
皆さんぜひご来場ください。

■日時　１月１７日掌  １１：００〜１５：３０
■場所　勝山文化センター
■内容　体験・展示（食育・健康クイズ、医療相談コー
　　　　ナー、加工品などの販売 など）    健康福祉部健康推進課　宮本・兵江　℡  ７-４２-１０５０

「健康で笑顔がすてき真庭人」
〜地域で支える健康づくり〜まにわ食育・健康まつ り ２０ １ ６

■講演：１４：００〜　
　「子どもから大人までみんなで食育〜あなたの
食の知識はまちがっていませんか？〜 」　

■講師：太田浩子さん（消費生活アドバイザー、薬剤師）

６０
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発
酵
文
化
を
伝
え
た
い

　

真
庭
の
発
酵
文
化
を
知
っ
て
い

た
だ
く
た
め
に
、
発
酵
食
品
を
使

っ
た
料
理
や
お
酒
を
楽
し
む
イ
ベ

ン 
ト 
「
t 
h 
e
発
酵
」、「
発
酵 
Ｓ
」

参
加
企
業
を
巡
る
ツ
ア
ー
な
ど
を

行
い
ま
し
た
。
大
阪
府
高
槻
市
で

食
の
イ
ベ
ン
ト
も
開
催
し
、
市
外

の
人
に
も
知
っ
て
い
た
だ
く
取
り

組
み
も
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、メ
ン
バ
ー
同
士
の
交
流
が

深
ま
り
、今
回「
粕
酢
」と
い
う
新

し
い
商
品
を
開
発
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
こ
れ
は
御
前
酒
蔵
元

辻
本
店
の
酒
粕
と
、
河
野
酢
味
噌

製
造
工
場
の
酢
を
作
る
技
術
で
生

ま
れ
た
も
の
で
す
。
こ
れ
か
ら
も

新
し
い
商
品
を
、
仲
間
た
ち
と
一

緒
に
作
っ
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

日
本
中
に
伝
え
た
い　

　

素
晴
ら
し
い
発
酵
文
化
の
息
づ

く
ま
ち
と
真
庭
ブ
ラ
ン
ド
、
そ
し

て
、
発
酵
に
携
わ
る
人
た
ち
を
、

若
い
世
代
の
人
や
市
外
に
移
り
住

ん
だ
真
庭
出
身
の
人
に
、
そ
し
て

日
本
中
に
広
め
た
い
と
い
う
思
い

を
持
っ
て
活
動
し
て
い
き
ま
す

真
庭
と
発
酵

　

真
庭
は
、
旭
川
の
軟
水
と
備
中

川
の
中
硬
水
と
い
う
異
な
る
成
分

の
水
が
流
れ
る
珍
し
い
地
域
。
豊

か
な
自
然
と
水
に
恵
ま
れ
、
古
く

か
ら
多
く
の
醸
造
業
が
栄
え
て
き

ま
し
た
。
現
在
、
創
業
２
１
２
年

の
伝
統
あ
る
蔵
元
御
前
酒
蔵
元
辻

本
店
を
は
じ
め
、
発
酵
を
生
業
と

し
て
い
る
企
業
は　

社
。
酒
、
み

１０

そ
、し
ょ
う
ゆ
、酢
、パ
ン
、チ
ー
ズ
、

ワ
イ
ン
な
ど
、
多
く
の
発
酵
文
化

が
息
づ
い
て
い
る
ま
ち
で
す
。

「
ま
に
わ
発
酵　
  
」と
は

　

「
発
酵
食
品
の
お
い
し
さ
、
楽
し

さ
を
通
じ
て
こ
の
ま
ち
や
真
庭
の

ブ
ラ
ン
ド
を
も
っ
と
知
っ
て
も
ら

い
た
い
」
そ
ん
な
思
い
を
持
っ
て
、

昔
か
ら
発
酵
と
付
き
合
っ
て
い
た

人
、
新
し
く
発
酵
と
関
わ
り
始
め

た
人
た
ち
が
集
ま
り
平
成　

年
に

２４

結
成
し
た
の
が「
発
酵 
Ｓ
」
で
す
。

発
酵
の
魅
力
を
伝
え
真
庭
を
発
信

発酵食品のおいしさ
発酵文化の楽しさを伝えていきます

まにわ発酵 
, 
S  代表

 河  野  尚  基  さん（久世）
こう の なお き

㈲河野酢味噌製造工場
御前酒蔵元辻本店
㈱落酒造
ひるぜんワイン有限会社
蒜山ラッテバンビーノ チーズ工房
Ｉ Ｌ  Ｒ Ｉ ＣＯＴＴＡＲ（イル・リコッターロ）

発酵 ’ S  参加企業

,
S

　

発
酵
で
地
域
を
盛
り
上
げ
よ
う
と
活
動
し
て
い
る
「
ま
に
わ
発
酵　
 
」。
発
酵
を
生
業
と
し
て
い
る
企
業

の
若
手
後
継
者
ら
で
結
成
さ
れ
た
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
ど
の
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
な
の
で
し
ょ
う
か
。
代
表
の

河
野
尚
基
さ
ん
に
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

,
S

,

発酵 ’ S  ロゴ

,
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家庭の味 地域の
味をご紹介 地域の お雑煮
　お正月といえばお雑煮。市内でも地域や家庭によって、しょうゆ味やみそ味、ブリやハマグ

リを乗せるところもあります。今回、蒜山地区（川上地区）と北房地区のお二人にお雑煮を作

っていただきました。

　

北
房
の
一
般
的
な
お
雑
煮
は
、

大
き
な
ブ
リ
を
入
れ
た
「
ぶ
り
雑

煮
」
で
す
。
昔
は
塩
ブ
リ
を
使
っ

て
い
ま
し
た
が
、
今
は
生
の
ブ
リ

が
手
に
入
り
ま
す
の
で
、
前
日
か

ら
塩
を
振
っ
て
準
備
を
し
て
お
き

ま
す
。
お
出
汁
の
特
徴
と
し
て
、

ブ
リ
を
煮
た
後
の
煮
汁
を
使
う
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
煮
汁
を
い
り
ぼ
し
の
出
汁
と

合
せ
て
、
し
ょ
う
ゆ
味
に
仕
上
げ

ま
す
。
家
に
よ
っ
て
は
、
み
そ
味

の
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
乗
せ
る

具
と
し
て
は
、
ゴ
ボ
ウ
は
欠
か
せ

な
い
で
す
ね
。
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
や

大きなブリが入った北房地区のお雑煮

水
菜
、
味
の
り
を
乗
せ
る
家
も
あ

り
ま
す
。
北
房
ぶ
り
市
の
日
に
は
、

呰
部
商
店
街
や
な
か
つ
い
陣
屋
な

ど
で
、
ブ
リ
雑
煮
を
提
供
し
て
い

ま
す
。
多
く
の
皆
さ
ん
に
食
べ
て

も
ら
っ
て
、
北
房
の
味
と
し
て
こ

れ
か
ら
も
伝
え
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

倉
敷
か
ら
蒜
山
に
嫁
い
で
5
0

年
が
過
ぎ
ま
し
た
。
嫁
ぎ
先
の
お

雑
煮
は
、
大
き
な
お
鍋
に
煮
干
し

で
出
汁
を
と
り
、
し
ょ
う
ゆ
で
味

付
け
し
た
濃
い
め
の
お
汁
を
い
っ

ぱ
い
つ
く
り
、
そ
れ
を
少
し
ず
つ

温
め
て
お
餅
に
か
け
て
食
べ
ま

す
。
お
正
月
以
外
は
ウ
ル
メ
イ
ワ

シ
の
削
り
節
を
使
い
ま
す
が
、
お

正
月
は
特
別
に
郷
原
漆
器
の
雑
煮

椀
に
、
家
で
削
っ
た
か
つ
お
節
を

た
っ
ぷ
り
乗
せ
、
川
か
ら
バ
イ
カ

モ
や
セ
リ
を
採
っ
て
来
て
、さ
っ
と

湯
通
し
を
し
て
乗
せ
ま
す
。
他
の

家
庭
で
は
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
や
カ
マ

ボ
コ
な
ど
も
乗
せ
て
い
た
だ
い
て

い
ま
す
が
、
私
は
義
母
か
ら
教
わ

っ
た
お
汁
と
か
つ
お
節
だ
け
の
シ

ン
プ
ル
な
お
雑
煮
が
好
き
で
す
。

決
し
て
豪
華
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
こ
れ
か
ら
も
わ
が
家
の
味
と

し
て
、
子
ど
も
や
孫
に
受
け
継
い

で
い
き
た
い
で
す
ね
。

食
べ
に
来
て
ほ
し
い
地
域
の
味「
ぶ
り
雑
煮
」

郷原漆器の雑煮椀を使って食べる川上地区のお雑煮

こ
れ
か
ら
も
受
け
継
い
で
い
き
た
い
わ
が
家
の
味

なかつい陣屋

 竹  中  博  子  さん（下中津井）
たけ なか ひろ こ

 戸  田  房  子  さん（蒜山西茅部）
と だ ふさ こ

   真庭商工会北房支所　℡０８６６-５２-２７１１

北 房ぶ り 市
　３００年以上の伝統をもつ歳の市。特産品や植木、陶磁器など様々
な商品を並べた数多くの露店が軒をつらね、昔ながらの「ぶり小屋」
や代官が詰める関所も再現。ぶり雑煮を提供するお店も出店します。

■日　時　２月７日掌  １０：００〜１６：００
■場　所　呰部商店街
■駐車場　北房振興局、旧至道高校


