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へしこの町・美浜

美浜町は平成17年5月から「へしこの町」として商標登録をしています。

郷土料理百選に選ばれ、広辞苑にも収録！

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で

へ
し
こ
が
有
名
に

　

「
へ
し
こ
の
町
」
登
録
後
に
は
、

美
浜
町
の
知
名
度
を
よ
り
高
め
る
た

め
に
、
観
光
P
R
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

「
へ
し
子
ち
ゃ
ん
」
や
観
光
P
R

隊
、
ポ
ス
タ
ー
、
の
ぼ
り
等
を

新
た
に
作
成
し
、
行
政
と
民

間
が
協
力
し
な
が
ら
全
国
各

地
で
「
へ
し
こ
の
町･

美
浜
」

の
P
R
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。

　

こ
れ
ら
の
取
り
組
み
に

よ
っ
て
、
現
在
で
は
へ
し
こ

の
名
が
県
内
外
に
知
れ
渡

り
、
「
へ
し
こ
の
町
」
で

あ
る
美
浜
町
の

知
名
度
の
向
上

に
も
つ
な
が
っ

て
い
ま
す
。

町の観光PR
キャラクター

「へし子ちゃん」

▲平成19年12月19日　
　福井新聞

▲広辞苑 第六版
　より抜粋

　

「
へ
し
こ
」
は
、
保
存
食
と
し
て
古

く
か
ら
若
狭
地
方
に
伝
わ
り
、
ま
た
町

の
特
産
品
で
も
あ
り
ま
す
。

　

町
で
は
、
こ
の
へ
し
こ
を
地
域
が
誇

る
伝
統
食
と
し
て
守
り
伝
え
る
と
と
も

に
、
地
域
の
活
性
化
や
観
光
P
R
、
名

物
料
理
の
研
究･

開
発
な
ど
に
活
用
し
て

い
く
た
め
に
平
成
17
年
5
月
に
「
へ
し

こ
の
町
」
を
商
標
登
録
し
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み

に
よ
っ
て
知
名
度
が
向
上
し
て
い
る

「
へ
し
こ
の
町･

美
浜
」
に
つ
い
て
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

　

昨
年
11
月
に
本
町
で
開
催
さ
れ
た

「
福
井
へ
し
こ
フ
ェ
ア
in
み
は
ま
」
で

は
、
県
内
外
の
約
１
０
０
種
類
の
へ
し

こ
が
会
場
に
集
ま
り
、
試
食
や
販
売
な

ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
中
で
も
、
本
町
の
へ
し
こ
は
、

絶
大
な
人
気
を
誇
り
、
「
美
浜
の
へ

し
こ
」
の
評
判
が
さ
ら
に
広
ま
り
ま
し

た
。

　

ま
た
、
受
け
継
が
れ
て
い
る
ふ
る
さ

と
の
味
と
し
て
12
月
に
農
林
水
産
省
か

ら
発
表
さ
れ
た
「
郷
土
料
理
百
選
」
で

は
、
本
県
か
ら
「
さ
ば
の
へ
し
こ
」
が

「
お
ろ
し
そ
ば
」
と
並
ん
で
選
ば
れ
ま

し
た
。

　

さ
ら
に
は
、
1
月
に
改
訂･

販
売
さ
れ

た
「
広
辞
苑 

第
六
版
（
岩
波
書
店
）
」

で
は
、
「
へ
し
こ
」
が
言
語
生
活
に
定

着
し
た
言
葉
と
し
て
新
た
に
収
録
さ
れ

て
い
ま
す
。
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ど
う
し
て
「
へ
し
こ
」

っ
て
い
う
の
？

ど
う
し
て
美
浜
町
が

「
へ
し
こ
の
町
」
な
の
？

　

美
浜
の
へ
し
こ
は
、
商
標
登
録
以
前

か
ら
も
「
町
の
特
産
品
」
と
し
て
定
着

し
て
お
り
、
平
成
11
年
か
ら
町
の
名
物

料
理
の
研
究･

開
発
に
取
り
組
ん
で
い
る

「
美
浜
町
名
物
料
理
P
R
委
員
会
」
に

お
い
て
も
、
町
内
の
各
種
団
体
と
検
討

し
な
が
ら
、
へ
し
こ
を
町
の
代
表
的
な

食
材
と
し
て
料
理
や
お
菓
子
、
お
土
産

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
展
開
す
る
活

動
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
15
年
に
開
催
さ
れ
た

「
若
狭
路
博
２
０
０
３
」
に
お
い
て
、

　

へ
し
こ
は
鯖
な
ど
の
魚
を
塩
漬
け
し

た
後
に
、
米
ぬ
か
に
漬
け
込
ん
で
長
期

間
熟
成
さ
せ
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
呼

び
名
の
由
来
に
は
い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ

り
ま
す
。

〈
説
そ
の
１
〉
塩
漬
け
し
た
魚
か
ら

浮
き
出
し
て
く
る
塩
汁
「
ヒ
シ
オ(

干

潮)

」
が
転
じ
た
と
い
う
説
。

〈
説
そ
の
２
〉
木
樽
な
ど
に
も
の
を
押

し
込
む
「
へ
し
込
む
」
と
い
う
言
葉
が

な
ま
っ
て
「
へ
し
こ
」
に
な
っ
た
と
い

う
説
で
す
。

▲①さばく
魚の内臓をきれいに取り除き、
腹と表面に塩を振ります。

②塩漬け

▲

塩を振った魚を樽に1～2週間漬け
込みます。体内から水分が出てき
たら取り出します。

▲③本漬け
塩を取り除き、醤油などで下味を
つけ、ヌカをまぶしながら調味料
を加えて、再び樽の中に重ね入
れ、上から重石をして寝かせま
す。

「へしこ」ができるまで

④樽あげ

▲

本漬けからひと夏を越
し、6か月から1年程
度が過ぎると、樽の中
のへしこは食べ頃を
迎えます。ヌカの中
から1本ずつていねい
に取り出すと「へし
こ」のできあがりで
す。

本
町
の
特
産
品
販
売
店
で
は
、
へ
し
こ

が
県
内
外
か
ら
の
来
場
者
に
好
調
な

売
れ
行
き
を
み
せ
、一
躍
、
県
内
外
に

「
美
浜
の
へ
し
こ
」
の
知
名
度
が
上
が

り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
そ
の
後
、
テ
レ
ビ
・
雑
誌
等
の

メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
全
国
的
に
へ
し
こ
が

紹
介
さ
れ
、
多
く
の
関
心
が
集
ま
っ
て
い

ま
す
。

　

今
で
は
、
へ
し
こ
は
美
浜
の
顔
に
な

り
つ
つ
あ
り
、
「
へ
し
こ
の
町
」
と
し

て
美
浜
を
全
国
に
発
信
し
、
観
光
や
地

域
の
活
性
化
に
結
び
つ
け
る
絶
好
の
機

会
と
な
っ
て
い
ま
す
。

へしこの町 美浜町キャンペーン隊の
皆さんとへし子ちゃん

▲⑤へしこの完成
「へしこ」には、さば
をはじめ、ふぐやいわ
しなどいろいろな種類
があります。
(写真はさばのへしこ)
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美
浜
の
へ
し
こ
は

な
ぜ
う
ま
い
？

子
ど
も
達
に
も

お
な
じ
み
の
へ
し
こ

10

15

20

25
（万本）

146,500 本

172,000 本
181,000 本

214,000 本

平成15年 平成16年 平成17年 平成18年

(6 社 )

(8 社 )

(7 社 )
(7 社 )

▼町内のへしこの生産量の推移(町内生産業者の合計)

美浜町

福井県内
その他市町

福井県内のへしこ
生産量 (平成18年)

約 51 万本

約 21 万本
(約 41.2％)

約 30 万本
(約 58.8％)

町
内
の
へ
し
こ
の

生
産
量
は
年
々
増
加

　

へ
し
こ
を
作
る
過
程
に
は
、
塩
漬
け

と
本
漬
け
の
2
段
階
の
押
し
漬
け
が
あ

り
ま
す
。

　

美
浜
の
へ
し
こ
に
は
、
本
漬
け
に
使

用
す
る
調
味
料
に
、
ほ
か
に
は
な
い
秘

訣
が
あ
る
の
で
す
。

　

へ
し
こ
は
珍
味
で
は
な
く
、
普
段
の

生
活
の
食
卓
に
上
が
る
お
惣
菜
で
あ
る

た
め
、
毎
日
食
べ
て
も
飽
き
な
い
よ
う

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
の
味
を
出
す
よ

う
工
夫
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

塩
と
ヌ
カ
だ
け
を
使
う
地
域
も
あ
り

ま
す
が
、
美
浜
の
へ
し
こ
に
は
醤
油
、

み
り
ん
、
酒
粕
、
唐
辛
子
な
ど
も
使

い
、
そ
れ
以
外
の
隠
し
味
は
そ
れ
ぞ
れ

の
秘
伝
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

「
へ
し
こ
の
町
」
と
し
て
へ
し
こ
の

消
費
拡
大
と
地
域
に
伝
わ
る
味
を
再
認

識
す
る
た
め
に
、
1
月
22
日
に
町
内
の

全
小
中
学
校
の
給
食
で
へ
し
こ
が
出
さ

れ
ま
し
た
。

　

給
食
で
は
初
め
て
の
登
場
で
し
た

が
、
ほ
と
ん
ど
の
児
童･

生
徒
が
家
庭

で
へ
し
こ
を
食
べ
た
こ
と
が
あ
り
、
ご

飯
と
一
緒
に
お
い
し
そ
う
に
ほ
お
ば
っ

て
、
お
馴
染
み
の
味
を
楽
し
ん
で
い
ま

し
た
。
町
で
は
、
今
後
も
へ
し
こ
を
給

食
に
活
用
す
る
こ
と
を
計
画
し
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、
美
浜
北
小
学
校
で
は
、
地
域

に
伝
わ
る
へ
し
こ
を
民
宿
の
女
将
さ
ん

に
教
わ
り
な
が
ら
作
る
「
へ
し
こ
作
り

体
験
学
習
」
を
恒
例
行
事
と
し
て
実
施

し
て
い
ま
す
。

人
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県
美
浜
町

　

町
内
の
へ
し
こ
の
生
産

業
者
及
び
生
産
量
は
年
々

増
加
し
て
お
り
、
平
成
18

年
に
お
い
て
は
、
21
万
本

以
上
を
生
産
し
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、
家
庭
で
の
自
家

消
費
分
も
合
わ
せ
る
と
、

約
30
万
本
生
産
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

県
内
の
へ
し
こ
の
生
産

量
は
、
約
51
万
本(

平
成
18

年)
で
、
そ
の
う
ち
本
町
の

生
産
量
は
約
21
万
本
と
県

内
の
へ
し
こ
生
産
量
の
約

4
割
を
占
め
て
い
ま
す
。

　


