
大敷旬魚 "いしり丼”
居肴屋　風来坊（宇出津）☎ 62-2506
1,300 円／通年（9月を除く）
11:30 ～ 13:00、17:00 ～ 22:30、日曜㊡

海鮮丼
紅寿し（宇出津）☎ 62-4150
1,800 円／通年
11:00 ～ 23:00、不定休

かに丼あさひ風
焼肉・居酒屋   あさひ（宇出津）☎ 62-3291
1,300 円／通年（7、8月を除く）要予約
12:00 ～ 14:00、17:00 ～ 24:08、不定休

主人のわがまま丼
割烹　あたか（宇出津）☎ 62-0517
2,000 円／通年、要予約
12:00 ～ 13:30、17:00 ～ 22:00、不定休

旬鮮丼
民宿　かね八（宇出津）☎ 62-0046
1,500 円／通年、要予約
9:00 ～ 20:00、不定休

のといしり丼
和風レストラン  こじま（宇出津新港）
☎ 62-3901　1,000 円／通年
11:00 ～ 21:00、火曜㊡（7～ 9月は不定休）

能登町特産もろこ丼
ホテルのときんぷら（越坂）☎ 74-0051
980 円／ 5月～ 11 月、要予約
11:30 ～ 14:00、無休

縄文丼【鯨肉】
真脇ポーレポーレ（真脇）☎ 62-4700
1,050 円／通年
11:00 ～ 14:00、17:00 ～ 20:00、無休

いも蛸のラブロ～丼
ラブロ恋路（恋路）☎ 72-1234
950 円／ 7月～ 11 月
11:30 ～ 13:30、無休

奥能登味覚散歩
ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ　大家族（松波）☎ 72-0388
1,400 円／ 7月～ 12 月
11:00 ～ 21:00、月曜㊡（祝日営業）

ピッコロ  ステーキ丼
ﾚｽﾄﾗﾝ花菖蒲 ピッコロ（上町）☎ 76-1680
3,800 円／ 7月～ 11 月、要予約
11:00～15:00（土日祝は20:00まで）、無休

イカ団子夏野菜カレー丼
食楽麺房・古海魯肴（天坂）☎ 76-0616
700 円／ 7月～ 9月
11:00 ～ 21:00、不定休

能登牛きのこあんかけ丼
かじ旅館（笹川）☎ 76-0017
2,000 円／ 10 月～ 12 月、要予約
10:00 ～ 21:00、無休

能登ぴりから丼
とんとん家（神和住）☎ 76-1702
1,300 円／通年
11:00 ～ 20:00、月曜㊡

能登牛山菜丼
国民宿舎能登やなぎだ荘（柳田）☎76-1550
1,200 円／ 7月～ 11 月
11:00 ～ 14:00、水曜㊡

能登和牛炙り丼
和味家  竹次郎（柳田）☎ 76-0037
1,200 円／通年
11:00 ～ 15:00、17:00 ～ 22:00、日曜㊡

猿鬼丼
ｾﾐﾅｰﾊｳｽ山びこ（黒川）☎ 76-1611
1,500 円／ 6月～ 11 月
11:00 ～ 18:30、無休

こりゃまいじゃ丼
道の駅  桜峠（当目）☎ 76-1518
1,000 円／ 7月～ 11 月、要予約
12:00 ～ 14:00、水曜㊡

まるごと能登和牛丼
夢一輪館（当目）☎ 76-1552
2,500 円／通年
11:00 ～ 17:00、月曜㊡（祝祭日営業）

新しい『能登 』見つけました。
豊富な食材から、器、箸まで能登産にこだわる究極の地産地消「能登丼」。
能登丼夏秋バージョンは奥能登 65 店舗、能登町では 19 店舗が参加し
オリジナリティーあふれる丼が勢ぞろい。
7月 1日から提供を開始します！

能登丼
を食べ

てスタ
ンプを

集めよ
う！

スタン
プを３

つ集め
て応募

すると

抽選で
豪華賞

品が当
たりま

す！

詳しく
は店頭

で！
※掲載写真、掲載順番などは奥能登ＷＰ推進協議会が作成した能登丼チラシから引用しています。

能登丼

めぐり

２００
８

夏・秋
どんぶり名
店舗名（所在地）電話番号
価格／提供期間、予約有無
提供時間、定休日など
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「
食
育
」
と
い
う
言
葉
は
、「
体
育
」「
知
育
」

「
才
育
」「
徳
育
」
と
並
ぶ
「
五
育
」
の
一
つ

と
し
て
明
治
時
代
か
ら
使
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
現
在
、「
食
生
活
」
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ

ま
な
問
題
が
発
生
す
る
中
で
、「
食
育
」
が

改
め
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
平
成
17
年
６
月
に
、「
食
育
」を
国

民
運
動
と
し
て
総
合
的
、
計
画
的
に
推
進
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
食
育
基
本
法
」
が

成
立
し
、同
年
7
月
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

食
育
基
本
法
の
中
で
「
食
育
」
は
、
①
生

き
る
上
で
の
基
本
で
あ
っ
て
、
知
育
、
徳
育

お
よ
び
体
育
の
基
礎
と
な
る
べ
き
も
の
、
②

さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
通
じ
て
「
食
」
に
関
す

る
知
識
と
「
食
」
を
選
択
す
る
力
を
習
得
し
、

健
全
な
食
生
活
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
る

人
間
を
育
て
る
こ
と

－
と
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

　　
「
食
」
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
次
の
よ

う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
食
べ
残
し
な
ど
「
食
」
を
大
切
に
す
る
心

　

の
欠
如

②
栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
偏
っ
た
食
事
や
不
規
則

　

な
食
事
の
増
加

③
肥
満
や
生
活
習
慣
病
の
増
加

④
欠
食
や
行
き
過
ぎ
た
ダ
イ
エ
ッ
ト

⑤
「
食
」
の
安
全
上
の
問
題
（
残
留
農
薬
、

　

Ｂ
Ｓ
Ｅ
、
食
品
表
示
な
ど
）

⑥
「
食
」
の
海
外
へ
の
依
存
（
日
本
の
食
料

　

自
給
率
40
％
は
先
進
国
で
最
低
）

⑦
伝
統
あ
る
食
文
化
の
喪
失

　

こ
れ
ら
の
問
題
は
社
会
的
な
問
題
で
あ

り
、
抜
本
的
な
解
決
の
た
め
に
は
国
、
地
方

公
共
団
体
、
家
庭
、
学
校
、
保
育
所
、
生
産

者
、
関
係
者
な
ど
が
一
体
と
な
っ
て
「
国
民

運
動
」
と
し
て
「
食
育
」
に
取
り
組
む
必
要

が
あ
る
の
で
す
。

　
「
幼
児
期
の
食
事
経
験
が
そ
の
人
の
一
生

の
食
事
の
行
動
パ
タ
ー
ン
に
影
響
を
与
え

る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、「
食
育
」
の
主

役
は
子
ど
も
た
ち
で
す
。「
食
」
は
子
ど
も

た
ち
の
心
身
の
成
長
と
人
格
の
形
成
に
大
き

な
影
響
を
与
え
ま
す
。
し
か
し
、
子
ど
も
た

ち
だ
け
に
知
識
を
詰
め
込
ん
で
も
意
味
が
あ

り
ま
せ
ん
。

　
「
食
育
」
は
生
涯
を
通
じ
た
取
り
組
み
で

あ
り
、
子
ど
も
と
大
人
が
一
緒
に
食
育
を
実

践
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
の
た
め
に
は

大
人
が
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
変
え
る
こ
と
も

必
要
。
自
分
の
普
段
の
生
活
か
ら
子
ど
も
た

ち
に
何
を
伝
え
る
か

－

を
考
え
ま
し
ょ
う
。

１
「
食
育
」と
は
？

生
き
る
こ
と
は
食
べ
る
こ
と

「
生
き
る
力
」を
は
ぐ
く
む「
食
育
」

「
食
育
」
と
い
う
言
葉
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？

　

健
康
な
体
で
、
毎
日
元
気
に
生
き
て
い
く
た
め
に
最
も
大
切
な

こ
と
は
「
食
べ
る
こ
と
」。
し
か
し
何
を
ど
う
食
べ
る
の
か
。
食

に
関
す
る
正
し
い
知
識
と
判
断
力
が
必
要
で
す
。「
食
育
」
と
は
、

子
ど
も
た
ち
に
「
生
き
る
力
」
を
伝
え
る
た
め
の
国
民
運
動
。

　
「
食
育
」
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
家
庭
で
取
り
組
ん
で
い
く

た
め
の
は
じ
め
の
一
歩
を
踏
み
出
し
ま
し
ょ
う
。

な
ぜ「
食
育
」が
必
要
か
？

ー
特
集
ー

「
食
育
」は
誰
の
た
め

食育推進会議
会長　内閣総理大臣
委員　食育担当大臣
　　　関係閣僚
　　　食育に知識・経
　　　験を有する者

食育推進基本
計画の策定・
実施

関係府省

国

地方公共団体

石川県食育推進会議

石川県食育推進計画の
策定・実施 石川県

能登町食育推進会議

能登町食育推進計画の
策定・実施
（平成 21 年度予定）

能登町

関係者・団体等

子どもの保護者

教育・保育・医療・保健関係者等

農林漁業者等

食品関連事業者等

各種団体・ボランティア

など

・家庭で　・学校で　・保育所で

・地域（保健所、医療機関、農林水
産物の生産、食品の製造、加工、流
通の現場など）で

国民運動
として
推進

参加・協力

食育の推進体制
食
育
の
ス
ス
メ
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町
内
の
小
中
学
校
に
配
置
さ
れ
る
学
校
栄

養
職
員
は
、学
校
で
の
食
育
の
中
心
と
し
て
、

子
ど
も
た
ち
が
毎
日
食
べ
る
給
食
の
献
立
や

食
材
の
仕
入
れ
、
調
理
師
の
指
導
な
ど
を

行
っ
て
い
ま
す
。
今
回
、
柳
田
小
学
校
栄
養

職
員
の
坂 

加
奈
子
さ
ん
に
学
校
給
食
と
食

育
に
つ
い
て
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

　

－

柳
田
小
学
校
の
取
り
組
み
は
。

　
「
給
食
に
は
、
な
る
べ
く
地
元
の
も
の
を

使
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
に

は
地
元
の
食
材
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
生
産

者
の
顔
を
見
せ
、
生
産
と
食
べ
る
こ
と
が
つ

な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
」

　

－

小
学
校
の
食
育
で
大
切
な
こ
と
は
。

　
「
子
ど
も
た
ち
に
規
則
正
し
い
生
活
を

送
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

5
月
19
日
に
町
内
の
小
学
5
年
生
と
中
学
2

年
生
を
対
象
と
し
て『
食
生
活
ア
ン
ケ
ー
ト
』

を
実
施
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
か
ら
朝
食
で

は
、
主
食
（
ご
飯
や
パ
ン
）
だ
け
や
主
食
と

飲
み
物
だ
け
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
意
外
に
多

く
、
朝
食
か
ら
野
菜
を
食
べ
て
い
る
子
ど
も

が
少
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
学
校
で

は
『
早
寝
早
起
き
朝
ご
は
ん
』
と
い
う
運
動

も
実
践
し
て
い
ま
す
が
、
朝
食
を
し
っ
か
り

食
べ
る
た
め
に
は
早
く
寝
る
こ
と
が
大
切
だ

と
思
い
ま
す
」

　

－

家
庭
で
心
掛
け
て
ほ
し
い
こ
と
は
。

　
「
学
校
給
食
で
は
、
で
き
る
だ
け
野
菜
を

多
く
使
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
が
、
1
日
3

食
の
う
ち
の
2
食
は
家
庭
で
食
べ
る
こ
と
に

な
る
の
で
、
家
庭
で
も
で
き
る
だ
け
野
菜
を

食
べ
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
食
育

の
目
的
の
一
つ
と
し
て
『
食
を
選
ぶ
力
』
が

あ
り
ま
す
が
、
コ
ン
ビ
ニ
に
行
っ
て
も
サ
ラ

ダ
を
追
加
し
て
買
う
な
ど
、
常
に
栄
養
に
つ

い
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
思
い

ま
す
。

　　

－

今
後
の
目
標
は
。

　
「
食
育
の
難
し
い
と
こ
ろ
は
、『
食
の
大
切

さ
』
が
実
感
し
に
く
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

今
後
も
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
、
い
ろ
い
ろ
な
体

験
を
通
し
て
子
ど
も
た
ち
に『
食
の
大
切
さ
』

伝
え
て
い
き
た
い
で
す
」

２
小
学
校
と
食
育

で
き
る
だ
け
安
心
・
安
全
な

地
元
食
材
を
使
っ
て
い
ま
す

　

町
内
の
保
育
所
で
は
、
園
内
の
花
壇
を
利

用
し
て
の
野
菜
作
り
や
ク
ッ
キ
ン
グ
な
ど
を

通
し
て
、
子
ど
も
た
ち
が
「
食
」
に
少
し
で

も
興
味
を
持
つ
よ
う
工
夫
を
重
ね
て
い
ま

す
。
6
月
12
日
、
食
育
月
間
の
行
事
と
し
て

『
べ
こ
餅
』
の
ク
ッ
キ
ン
グ
を
企
画
し
た
内

浦
保
育
所
の
浜
高
妙
子
所
長
に
お
話
を
伺
い

ま
し
た
。

　　

－

内
浦
保
育
所
の
取
り
組
み
は
。

　
「
内
浦
保
育
所
で
も
、
ほ
か
の
保
育
所
と

同
じ
く
食
育
の
取
り
組
み
の
主
な
も
の
は
野

菜
作
り
と
毎
月
の
ク
ッ
キ
ン
グ
で
す
。
特
に

ク
ッ
キ
ン
グ
で
は
、
小
さ
い
子
ど
も
た
ち
に

も
食
材
に
触
ら
せ
た
り
、
材
料
や
飾
り
を
地

元
に
あ
る
も
の
を
使
っ
て
、
地
元
の
植
物
を

さ
り
げ
な
く
教
え
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

6
月
は
食
育
月
間
と
い
う
こ
と
で
、『
梅

ジ
ュ
ー
ス
作
り
』
と
小
木
地
区
で
よ
く
食
べ

ら
れ
て
い
る
『
べ
こ
餅
作
り
』
を
思
い
つ
き
、

地
元
食
改
さ
ん
の
川
辺
玲
子
さ
ん
に
講
師
を

お
願
い
し
ま
し
た
。

　

－

保
育
所
で
の
食
育
の
目
的
は
。

　
「
子
ど
も
た
ち
に
『
食
』
へ
の
興
味
を
も
っ

て
も
ら
う
こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
食
育

を
通
じ
て
『
食
』
に
興
味
を
も
っ
た
子
ど
も

は
、
よ
く
食
べ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
食
べ

る
子
ど
も
は
体
も
強
く
、
食
育
が
子
ど
も
の

健
や
か
な
成
長
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を

実
感
し
て
い
ま
す
」

　

－

家
庭
へ
の
影
響
は
。

　
「
食
育
の
実
践
を
通
じ
て
最
も
う
れ
し
い

と
感
じ
る
こ
と
は
、
親
と
子
ど
も
が
食
で
つ

な
が
る
こ
と
で
す
。
ク
ッ
キ
ン
グ
の
あ
と
、

家
に
帰
っ
て
親
と
一
緒
に
料
理
を
作
っ
た
と

聞
く
と
、
家
族
も
う
れ
し
い
で
し
ょ
う
し
、

わ
た
し
た
ち
保
育
士
も
本
当
に
う
れ
し
く
な

り
ま
す
」

　

－

今
後
の
取
り
組
み
は
。

　
「
当
た
り
前
の
こ
と
を
繰
り
返
し
で
も
い

い
か
ら
や
っ
て
い
く
こ
と
が
子
ど
も
た
ち
の

成
長
の
た
め
に
も
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
畑

で
は
、
か
ぼ
ち
ゃ
、
ピ
ー
マ
ン
、
ナ
ス
、
キ
ュ

ウ
リ
、
ス
イ
カ
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
作
っ
て
い

て
、
収
穫
し
た
も
の
を
使
っ
て
ク
ッ
キ
ン
グ

す
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
」

3
保
育
所
と
食
育

野
菜
作
り
や
ク
ッ
キ
ン
グ
を

通
し
て「
食
」に
興
味
を

　　内浦保育所
浜高妙子所長

　食生活改善推進員の川辺玲子さん＝白丸＝を講師に招き、「べ
こ餅作り」に挑戦する子どもたち。「べこ餅」は北海道や青森か
らイカ釣船を通じて小木に伝わったもので、小木地区の家庭では
昔からよく作られていたといいます。小木地区のスーパーでも販
売しているという伝承料理の一つ。

べこ餅の作り方

【材料：4人分】
餅米の粉　1㎏
砂糖　　　460g
塩　　　　小さじ1/2
水（熱湯）  600cc
食紅　　　少々

①餅米の粉に砂糖、塩を入れ
混ぜる（色を付ける場合は食
紅などを入れる）
②熱湯を入れながら練って、
10 分程度放置する
②好きな形に整えて、15 分
から 20 分程度蒸して出来上
がり

毎月 19 日は「食育の日」。町内小中学校の給食は、能登町産の食材を使ったメニュー
で統一され、子どもたちに食材の説明が行われました。柳田小学校には県奥能登農林総
合事務所の職員が、給食に使われた野菜に関する知識をクイズにして説明しました。

　柳田小学校栄養職員
坂　加奈子 栄養士
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核
家
族
化
、
共
稼
ぎ
の
増
加
、
受
験
や
塾

な
ど
わ
た
し
た
ち
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
変

化
し
、
時
間
に
追
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
は
、
24
時

間
い
つ
で
も
好
き
な
食
べ
物
を
好
き
な
だ
け

買
え
る
よ
う
に
な
り
、
家
庭
の
食
事
で
は
５

種
類
の
「
こ
食
」
が
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

①
孤
食･･･

同
じ
屋
根
の
下
で
あ
り
な
が
ら
、

家
族
の
食
事
時
間
が
バ
ラ
バ
ラ
で
、
一
人
で

食
べ
る
こ
と
が
多
い
。

②
個
食･･･

家
族
で
食
卓
を
囲
ん
で
い
て
も
、

そ
れ
ぞ
れ
食
べ
る
も
の
が
バ
ラ
バ
ラ
。

③
固
食･･･

自
分
の
好
き
な
決
ま
っ
た
も
の

し
か
食
べ
な
い
。

④
小
食･･･

い
つ
も
食
欲
が
な
く
、
食
べ
る

量
が
少
な
い
。

⑤
粉
食･･･

パ
ン
中
心
の
、
粉
を
使
っ
た
主

食
を
好
ん
で
食
べ
る
。

　

保
育
所
や
学
校
で
「
食
」
に
つ
い
て
の
体

験
を
し
て
も
、
家
庭
で
「
こ
食
」
ば
か
り
で

は
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
『
家
族
で
食
卓
を
囲
み
、
楽
し
く
食
事
を

す
る
』
と
い
う
こ
と
が
食
育
の
基
本
と
な
っ

て
い
る
の
で
す
。
毎
食
は
で
き
な
く
て
も
、

週
に
一
回
で
も
二
回
で
も
家
族
で
食
卓
を
囲

ん
だ
り
、
食
事
の
準
備
、
後
片
付
け
を
一
緒

に
し
た
り
。「
食
」が
家
族
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
中
心
に
あ
る
こ
と
で
、
家
族
の
き

ず
な
は
よ
り
強
く
な
る
の
で
す
。

　
「
い
た
だ
き
ま
す
」
の
語
源
に
は
「
わ
た

し
の
命
の
た
め
に
動
植
物
の
命
を
い
た
だ
き

ま
す
」
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
人
は
自
然

の
恵
み
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う

感
謝
の
言
葉
で
す
。
そ
し
て
「
ご
ち
そ
う
さ

ま
」
は
「
ご
馳
走
様
」
と
書
き
、
走
り
回
っ

て
食
事
を
用
意
し
て
く
れ
た
こ
と
へ
の
感
謝

の
言
葉
で
す
。「
い
た
だ
き
ま
す
」「
ご
ち
そ

う
さ
ま
」
の
意
味
を
理
解
し
、
積
み
重
ね
る

こ
と
で
、
自
然
や
食
に
感
謝
す
る
心
が
は
ぐ

く
ま
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

家
族
で
食
卓
を
囲
む
こ
と
、「
い
た
だ
き

ま
す
」
の
あ
い
さ
つ
を
す
る
こ
と
は
決
し
て

難
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
昔
は
当
た
り
前
で

し
た
。
し
か
し
、
今
で
は
「
食
育
」
と
し
て

取
り
組
む
べ
き
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

食
の
体
験
を
通
し
て
子
ど
も
た
ち
の
心
は

豊
か
に
成
長
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
姿
を
間

近
に
見
な
が
ら
、
わ
た
し
た
ち
大
人
も
食
育

の
大
切
さ
に
気
づ
き
、
感
動
し
、
一
緒
に
学

ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

４
家
庭
か
ら
は
じ
め
る

「
食
育
」

「
い
た
だ
き
ま
す
」か
ら

は
じ
め
よ
う

5
種
類
の「
こ
食
」

「
い
た
だ
き
ま
す
」の
意
味
を

も
う
一
度
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？
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