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倉吉の食材に触れ、味わう
～北谷小学校４年生がそば打ち体験～



優
し
い
笑
顔
で
―

10
月
31
日（
月
）、天
皇
、皇
后
両
陛
下
が
倉
吉
を
ご
視
察

▲倉吉博物館前にて

　両陛下は、お迎するため

に椿ノ平に集まり、小旗を

振る市民に向かい、何度も

歩みを止め、手を振られま

した（左頁下の写真も同じ

時の写真）

▼特別列車が倉吉駅に到着。

▲ＪＲ倉吉駅前には両陛下をお迎えしようと多くの市民が集まりました。

▲ＪＲ倉吉駅にて

　特別列車で倉吉に到着さ

れた両陛下が、エレベーター

から姿をお見せになると、

集まった市民から大きな歓

声が上がりました。

　両陛下は、笑顔で手を

振って応えられました。
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▲倉吉博物館にて

　ＪＲ倉吉駅を出発された両陛下は、最

初に倉吉博物館をご訪問。

　倉吉絣
かすり

や稲
いなこき

扱千
せ ん ば

刃などの民俗資料や前

田寛治の洋画、国の重要文化財に指定さ

れている装飾子持壺付装飾器台などをご

覧になられ、倉吉絣保存会顧問の福井貞

子さんと根鈴輝雄館長による説明を受け

られました。

　根鈴館長は、「両陛下から、『これから

も市民のために、歴史や文化を伝えてい

くよう努めてください』とお言葉をいた

だいた。何度もうなずかれるなど、非常

に熱心に話を聞いていただき、こちらが

お話しやすいように配慮していただいた

と思う。特別展ではなく、市民がいつも

見ている博物館の所蔵品を同じように見

ていただいたことに意義深さを感じる」

と振り返りました。

▲白壁土蔵群にて

　両陛下は、多くの市民の歓迎を受け、

時には笑顔で歩み寄り、声をお掛けにな

る場面も。

　倉吉町並み保存会会長の桑田東
と し お

之夫さ

んや同事務局長の真田廣
ひろゆ き

幸さんの案内

で、古い土蔵や商家の町並み、それを利

活用した「赤瓦」の様子などを視察され、

関心を寄せておられました。

▲倉吉市役所にて

　ご休憩をお取りになられました。

　石田市長は、「両陛下に、倉吉を『良い

まちですね』と言っていただいた。国の

登録有形文化財である本庁舎などについ

てご説明した際、とても気さくで熱心に

聞いていただいた」と振り返りました。

▲椿ノ平で両陛下をお迎えした倉吉幼稚園園児や成徳小学校児童たち。
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「
食
」
は
、「
生
命
の
源
」
で
す
。
い
つ

ま
で
も
元
気
で
健
康
的
な
生
活
を
送
る

た
め
に
は
、
日
ご
ろ
か
ら
栄
養
バ
ラ
ン

ス
な
ど
を
考
え
た
食
事
を
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、「
食
は
文
化
な
り
」
と
も
い
い

ま
す
。
各
地
の
郷
土
料
理
は
、
先
人
の

知
恵
や
工
夫
が
込
め
ら
れ
、
そ
の
土
地

の
地
形
・
気
候
・
産
物
・
歴
史
な
ど
の

特
色
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。

　

倉
吉
の
風
土
が
育
ん
だ「
食
」
と
人
が

掛
け
合
わ
さ
っ
た
時
、
何
が
生
ま
れ
る

の
か
を
探
り
ま
し
た
。

▲こも豆腐

▼どんどろけ飯

▼明高のそば

倉
吉
を
食
べ
る
。

倉
吉
で
食
べ
る
。

倉
吉
を
愛
す
。
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倉
吉
市
食
生
活
改
善
推
進
員
×
郷
土
料
理 健康づくり＝

倉
吉
市
食
生
活
改
善
推
進
員
連
絡

協
議
会

　

倉
吉
市
に
は「
食
改
さ
ん
」
の
愛
称
で
親

し
ま
れ
る
女
性
た
ち
が
い
ま
す
。
彼
女
た

ち
は「
倉
吉
市
食
生
活
改
善
推
進
員
連
絡
協

議
会
」（
以
下「
食
改
」）
の
メ
ン
バ
ー
で
す
。

そ
の
名
の
と
お
り
、
食
に
関
す
る
知
識
や

食
生
活
改
善
の
必
要
性
を
、
地
域
の
人
た

ち
に
広
め
る
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
平
成

23
年
度
の
会
員
数
は
２
４
５
人
。

　

会
長
の
山
本
紀
子
さ
ん
は
、「
私
た
ち
の

活
動
は
、
成
果
が
す
ぐ
に
は
見
え
ま
せ
ん
。

気
長
に
活
動
を
続
け
る
こ
と
で
、
良
い
結

果
に
結
び
つ
く
と
思
っ
て
い
ま
す
」と
話
し

ま
す
。

　

食
改
さ
ん
の
活
動
は
、
地
区
ご
と
の
介

護
予
防
教
室
や
健
康
教
室
、
親
と
子
の
食

育
教
室
、
男
性
や
高
齢
者
を
対
象
と
し
た

料
理
教
室
な
ど
の
講
習
会
、
イ
ベ
ン
ト
へ

の
参
加
、
郷
土
料
理
の
伝
承
な
ど
多
岐
に

わ
た
り
ま
す
。

　

会
員
の
年
齢
層
は
か
な
り
幅
広
い
の
で

す
が
、
活
動
の
雰
囲
気
は
和
気
あ
い
あ
い

と
し
て
い
ま
す
。

　

「
い
つ
も
に
ぎ
や
か
で
、
楽
し
く
活
動
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
会
員
は
講
習
会
等

で
得
た
知
識
を
、
地
域
の
講
習
会
で
話
を

し
た
り
、
イ
ベ
ン
ト
で
料
理
を
振
る
舞
っ

た
り
し
て
、
工
夫
を
重
ね
て
普
及
さ
せ
て

い
ま
す
」
と
山
本
会
長
は
話
し
、「
地
域
の

人
と
ふ
れ
あ
い
、
手
を
と
り
あ
い
、
楽
し

い
人
生
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
健
康
管
理

の
輪
が
広
が
る
こ
と
。
そ
れ
が
私
達
の
願

い
で
す
」と
笑
顔
で
語
り
ま
し
た
。

ど
ん
ど
ろ
け
飯
と
こ
も
豆
腐

　

「
倉
吉
の
郷
土
料
理
と
言
え
ば
、『
ど
ん
ど

ろ
け
飯
』と『
こ
も
豆
腐
』が
有
名
で
す
」と
保

健
セ
ン
タ
ー
栄
養
士
の
谷
口
志
保
さ
ん
。

ど
ん
ど
ろ
け
飯

　

県
東
・
中
部
地
区
で
冬
至
前
後
に
作
ら

れ
て
お
り
、
豆
腐
飯
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。
豆
腐
を
炒
め
る
時
の
音
が
、
パ
チ
パ

チ
と
ど
ん
ど
ろ
け（
雷
）
の
音
に
似
て
い
る

た
め
こ
の
名
前
が
つ
け
ら
れ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
も
と
は
豆
腐
に
大
根
や
大
根

の
葉
を
加
え
た
だ
け
の
簡
単
な
も
の
で
し

た
が
、
次
第
に
山
菜
な
ど
も
加
わ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

こ
も
豆
腐

　

こ
も
豆
腐
は
、
倉
吉
市
と
そ
の
周
辺
に

伝
わ
る
お
祝
い
の
一
品
で
す
。
お
正
月
や

祭
り
、
法
事
な
ど
特
別
な
日
に
は
欠
せ
な

い
伝
承
料
理
で
し
た
。
豆
腐
を
わ
ら（
こ
も
）

で
包
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
ら
の
香
り
が

豆
腐
に
移
り
、
風
味
よ
く
、
ま
た
わ
ら
一

本
一
本
の
筋
が
豆
腐
に
つ
い
て
独
特
な
形

に
仕
上
が
り
ま
す
。

　

こ
の
２
つ
の
郷
土
料
理
を
、
食
改
さ
ん

に
作
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

食
改
×
ど
ん
ど
ろ
け
飯
・
こ
も
豆
腐

　

11
月
８
日（
火
）、
上
灘
公
民
館
調
理
実

習
室
。
食
改
さ
ん
た
ち
は
、
手
際
よ
く
下

ご
し
ら
え
を
し
て
い
き
ま
す
。
忙
し
く
手

を
動
か
す
間
に
も
世
間
話
に
花
が
咲
き
、

と
て
も
に
ぎ
や
か
。

　

「
ど
ん
ど
ろ
け
飯
」
と「
こ
も
豆
腐
」
は
、

ど
ち
ら
も
豆
腐
を
使
う
料
理
で
す
。「
昔
、

鳥
取
藩
の
池
田
の
殿
様
が
、
貧
し
い
藩
財

政
や
領
民
の
暮
ら
し
の
た
め
に
、
魚
の
代

わ
り
に
豆
腐
を
食
べ
る
こ
と
を
奨
励
し
た

と
い
う
話
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
」と
食
改
さ

ん
の
一
人
が
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

「
こ
も
豆
腐
は
、
最
近
、
わ
ら
の
農
薬
を
心

配
し
て
敬
遠
す
る
人
も
い
ま
す
が
、
地
域

で
は
子
ど
も
た
ち
に
伝
承
し
よ
う
と
い
う

取
り
組
み
も
あ
り
ま
す
」。

　

調
理
の
ポ
イ
ン
ト
は
薄
め
の
味
付
け
。

食
物
繊
維
が
豊
富
で
、
し
か
も
コ
レ
ス
テ

ロ
ー
ル
が
少
な
い
た
め
、
動
脈
硬
化
な
ど

生
活
習
慣
病
予
防
に
も
最
適
な
料
理
で
す
。

ど
ん
ど
ろ
け
飯
は
、
具
材
を
あ
ら
か
じ
め

油
で
炒
め
る
こ
と
で
香
ば
し
さ
が
増
し
、

素
材
の
う
ま
味
が
い
っ
そ
う
引
き
立
ち
ま

す
。
こ
も
豆
腐
は
、
素
朴
で
淡
白
な
味
わ

い
に
よ
り
、
素
材
の
お
い
し
さ
が
一
層
引

き
立
ち
、
ほ
っ
と
安
心
で
き
る
味
わ
い
で

し
た
。

　

倉
吉
の「
食
」
は
、
素
朴
で
心
と
体
に
優

し
い
も
の
で
し
た
。

▲山本紀子さん
１０月１４日（金）、多年にわたり食生活改善
事業の発展向上に尽力したとして、厚生労
働大臣賞を受賞されました。　

問保健センター（あ２６―５６７０／い２６―５６６０）
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石
臼
の
会

　

関
金
町
明
高
は
、
東
大
山
の
麓
の
豊
か

な
自
然
に
囲
ま
れ
た
50
世
帯
ほ
ど
の
小
さ

な
集
落
で
す
。
そ
の
真
ん
中
を
走
る
県
道

「
倉
吉
江
府
溝
口
線
」
沿
い
に
、
大
き
な
水

車
が
目
を
引
く
平
屋
の
建
物「
水
車
の
郷 

体
験
工
房
」が
あ
り
ま
す
。

　

水
車
の
郷
は
、
明
高
の
集
会
所
な
の
で

す
が
、
春
か
ら
年
末
に
か
け
て
の
日
曜
日

は
、
地
元
で
栽
培
さ
れ
る
良
質
の
そ
ば
を
、

地
元
住
民
が
打
っ
て
提
供
す
る「
そ
ば
屋
」

で
あ
り
、
訪
れ
た
人
が
そ
ば
打
ち
を
体
験

で
き
る「
体
験
工
房
」に
な
り
ま
す
。

　

「
明
高
は
50
年
く
ら
い
前
、
親
父
が
小
さ

い
こ
ろ
ま
で
は
、
そ
ば
の
栽
培
が
盛
ん
だ
っ

た
。
け
れ
ど
も
、
若
者
が
集
落
を
離
れ
る

よ
う
に
な
る
と
廃
れ
て
し
ま
っ
た
」と
話
す

の
は
、
明
高
の
住
民
が
水
車
の
郷
を
運
営

す
る
た
め
に
結
成
し
た「
石
臼
の
会
」
現
会

長
の
大
江
博
文
さ
ん
。

　

「
急
速
な
過
疎
に
悩
む
明
高
を
、
何
と

か
し
て
も
う
一
度『
う
る
お
い
の
あ
る
村
』

に
し
よ
う
と
住
民
み
ん
な
が
知
恵
を
出
し

合
っ
て
考
え
、
そ
ば
栽
培
を
復
活
し
、
そ

ば
を
メ
イ
ン
と
し
た
地
域
活
性
化
の
拠
点

施
設
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
話
に
な
っ
た
。

国
や
県
の
補
助
金
も
得
て
、
オ
ー
プ
ン
し

た
の
は
、
平
成
10
年
。
明
高
の
全
世
帯
が

人
と
お
金
を
出
し
合
っ
て
、
当
時
結
成
さ

れ
た
青
年
部
の
メ
ン
バ
ー
が
中
心
と
な
っ

て
ス
タ
ー
ト
し
た
」

　

そ
ば
打
ち
に
関
し
て
は
全
く
素
人
だ
っ

た
明
高
の
住
民
た
ち
は
、
市
内
の
そ
ば
屋

で
１
年
間
勉
強
し
て
、
オ
ー
プ
ン
に
こ
ぎ

着
け
ま
し
た
。「
で
も
、
最
初
は
い
ろ
い
ろ

手
際
が
悪
く
て
お
客
さ
ん
か
ら
よ
く
怒
ら

れ
た
」と
大
江
さ
ん
。
そ
れ
で
も
続
け
て
こ

ら
れ
た
の
は
、
１
０
０
％
自
然
豊
か
な
明

高
で
育
て
た
そ
ば
の
誇
り
と
、
次
第
に
増

え
た
フ
ァ
ン
の
お
か
げ
だ
と
言
い
ま
す
。

「
雪
が
積
も
っ
て
も
、『
明
高
の
そ
ば
が
食

べ
た
い
』
と
来
て
く
れ
る
お
客
さ
ん
が
い

る
。
お
客
さ
ん
に
育
て
て
も
ら
っ
た
よ
う

な
も
の
。
今
は
、『
関
金
に
は
明
高
の
そ
ば

が
あ
る
』と
自
負
し
て
い
る
よ
」

　

そ
し
て
、
水
車
の
郷
は
、
も
う
ひ
と
つ

効
用
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は「
地

域
の
つ
な
が
り
」。

　

「
若
者
は
、
な
か
な
か
地
域
の
活
動
に
出

て
い
く
こ
と
が
で
き
な
く
て
、
つ
な
が
り
を

持
て
な
い
。
け
れ
ど
も
明
高
は
、
水
車
の
郷

に
来
て
働
け
ば
、
い
ろ
い
ろ
な
人
と
の
交
流

が
で
き
る
」と
大
江
さ
ん
は
話
し
ま
す
。
そ

ば
に
い
た
、
若
い
池
田
智さ

と
る

さ
ん
も
、「
こ
こ

に
来
れ
ば
、
普
段
は
会
話
を
す
る
機
会
も
な

い
先
輩
と
語
り
合
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
ば

打
ち
は
大
変
だ
け
ど
自
分
に
と
っ
て
は
大

切
」と
照
れ
く
さ
そ
う
に
笑
い
ま
し
た
。

　

石
臼
の
会
が
水
車
の
郷
を
使
用
す
る
料

金
は
、
集
会
所
の
利
用
料
と
し
て
地
域
の

収
入
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
意

味
で
も
、「
地
域
を
う
る
お
す
」要
素
に
な
っ

て
い
ま
す
。「
で
も
、
か
つ
て
の
高
速
道
路

の
無
料
化
や
休
日
割
引
の
影
響
を
受
け
、

客
足
が
な
か
な
か
戻
っ
て
こ
な
い
」と
大
江

さ
ん
。
そ
れ
で
も
、「
今
後
も
欲
を
張
ら
ず
、

地
道
に
活
動
を
し
て
い
き
た
い
。
そ
う
す

れ
ば
き
っ
と
地
域
の
財
産
に
な
る
」と
目
を

輝
か
せ
て
い
ま
し
た
。

石
臼
の
会
×
そ
ば

　

明
高
の
そ
ば
は
、
粘
り
気
を
出
す
た
め
の

つ
な
ぎ
と
し
て
、
小
麦
粉
を
混
ぜ
ま
す
。
そ

の
割
合
が
２
対
８
の
二
八
そ
ば
で
す
。
そ
ば

粉
と
小
麦
粉
を
こ
ね
鉢
と
呼
ば
れ
る
木
製
の

鉢
に
入
れ
、
水
を
加
え
て
練
り
ま
す
。
こ
の

練
り
が
そ
ば
に
コ
シ
を
与
え
ま
す
。
実
演
し

て
く
れ
た
谷
本
正
寿
さ
ん
は
、
11
月
な
の

に
汗
だ
く
で
す
。
練
り
上
が
っ
た
そ
ば
を
、

打
ち
粉
を
し
た
木
製
の
麺
台
の
上
に
移
し
、

麺
棒
を
使
っ
て
板
状
に
延
ば
し
ま
す
。
十

分
薄
く
な
っ
た
ら
ま
な
板
に
移
し
、「
小
間

板
」（
駒
板
）と
呼
ば
れ
る
定
規
を
当
て
な
が

ら
そ
ば
切
り
包
丁
で
幅
１
〜
２
㎜
程
度
の

線
状
に
切
断
す
る
と
麺
の
形
に
な
り
ま
す
。

熱
湯
で
ゆ
で
上
げ
る
と
完
成
で
す
。

　

明
高
の
そ
ば
は
、
香
り
と
舌
触
り
が
よ

く
、
い
く
ら
で
も
食
べ
る
こ
と
が
で
き
そ

う
で
し
た
。
地
域
の
人
を
つ
な
ぎ
、
食
べ

る
人
の
心
も
つ
な
ぐ「
つ
な
が
り
の
味
」
で

し
た
。

関
金
町
明
高
の
人
た
ち
×
そ
ば地域づくり＝

▲大江博文さん
▼そばだけでなく、天ぷらも

地元明高産の山菜や野菜を
使います。

▲水車の郷 体験工房（あ４５―１１２８）
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広報担当者×取材＝感謝…です。

　

糖
尿
病
の
患
者
数
は
、
予
備
軍

を
含
め
る
と
２
，
２
１
０
万
人
と

推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

現
代
の
国
民
病
と
も
い
わ
れ
る
糖

尿
病
予
防
の
教
室
を
開
催
し
ま
す
。

と　

き

：

12
月
15
日（
木
）
午
前
９

時
〜
午
後
２
時

と
こ
ろ

：

上
灘
公
民
館

対
象
者

：

40
〜
70
歳
代
の
男
女
。

特
に
糖
尿
病
予
防
、
メ
タ
ボ
の
予

備
軍
や
予
防
に
関
心
の
あ
る
人

内　

容

：

糖
尿
病
に
つ
い
て
の
講

演
、
調
理
実
習

募
集
人
数

：

30
人（
先
着
順
）

申
込
期
限

：

12
月
７
日（
水
）

問
保
健
セ
ン
タ
ー（
あ
２
６
―

５
６
７
０

／
い
２
６
―

５
６
６
０
）　

材
料（
２
本
分
）

木綿豆腐　　１丁 (400g)

塩　　　　　　　少々　

人参　　　　     １００ｇ

ごぼう　　　 　 １００ｇ

だし               カップ１

                  （削り節４ｇ）

砂糖　　    小さじ２（6g）

薄口しょうゆ   大さじ１
（18g）

※ 人参とごぼうは１５～１８
㎝長さ×１㎝角の棒状に
切ったもの各 2本

※ わらとひも（わらでよい）
を用意する。うるち米の
わらよりもち米のわらの
方が柔軟性が高く、扱い
やすい。

※ 直径３７～３８㎝くらいの
大きい鍋を用意する。

作
り
方

① 豆腐を包むわらは、４０㎝ほどにそろえて切って、

束ねたわらの太い方の端をひもでしっかり縛って

固定しておく。

② 鍋にだしと調味料、人参とごぼうを入れて火に

かけ、１０分ほど煮て味をなじませる。

③ 豆腐は４つに切ってざるに乗せ、１０分ほどおいて

水分を切る。

④ ①のわら束の中に③を縦に２つ並べる。接する

面に塩少量を塗って２つを接着させる。中央に

②の人参とごぼうを 1本ずつ差し込み、まわり

の豆腐を手でほぐす。人参とごぼうを芯にして

豆腐で包み込む状態になるように、わらを少し

ずつ広げて豆腐を覆う。

⑤ ほどよく力を加えながら、ひもを交差させて全

体を縛る。１人がこもの形状を整え、もう１人

がひもで縛る、というように２人で作業した方

がよい。

⑥ 沸騰湯に入れて１５分ほどゆでるか、蒸気の上

がった蒸し器で蒸す。冷めたらこもを除き、端

から切って器に盛る。

こも豆腐

材
料（
４
人
分
）

米　　　　 　　３００ｇ
豆腐                ４００ｇ
乾燥しいたけ　  　４枚
糸こんにゃく   　５０ｇ
ごぼう　 　　     ５０ｇ
にんじん            ５０ｇ
油あげ　  　       ３０ｇ

サラダ油   　大さじ１杯
酒 　     　　大さじ２杯
薄口しょうゆ 大さじ２杯
だし汁（しいたけ戻し汁）

４００ ml
ねぎ                   ５０ｇ

作
り
方

① 豆腐は水気を切っておく。米は洗ってざるにあ
げておく。
乾燥しいたけをさっと水洗いした後、水で戻し
てせん切りにする。
糸こんにゃくをさっとゆで、ざく切りにする。
ごぼうはささがきにして、水に放しアク抜きを
する。
にんじん、油揚げは２㎝長さのせん切りにする。

② 鍋を熱して油を入れ、豆腐を砕きながら少しき
つね色になるまで炒める。

③ さらに、ごぼう・しいたけ・にんじん・糸こんにゃ
く・油揚げを加えてさっと炒め、酒としょうゆ
を加える。ざるにあげ、煮汁と具に分ける。

④ 炊飯器に米を入れ、③の具を全部加え混ぜた後、
煮汁＋だし汁合計４５０ml にして加え、炊く。

⑤ ねぎを洗って、５㎝ぐらいの小口切りにし、炊き
あがったご飯に混ぜて器に盛る。

どんどろけ飯

倉吉市食生活改善推進員連絡協議会

糖尿病予防教室

～有料広告募集中～

【大きさ】

１号：縦5㎝×横18㎝

２号：縦5㎝×横 9㎝

３号：縦5㎝×横 6㎝

【掲載料】

１号：30,000円／回

２号：15,000円／回

３号：10,000円／回


