
森のそば屋

小笠原諸島

伊豆諸島

父島

母島

大島

大島

佐渡島

三宅島

八丈島

富士山

岩木山

八幡平

岩手山 葛巻町

森のそば屋

早池峰山

鳥海山

栗駒山

蔵王山

朝日岳

飯豊山
吾妻山

磐梯山

燧ヶ岳

白根山 男体山
谷川岳

浅間山

白馬岳
妙高山

立山

槍ヶ岳
穂高岳

乗鞍岳

御嶽山
木曽駒ヶ岳

白山

八ヶ岳
甲武信岳

北岳

赤石岳

那須岳

筑波山

八甲田山

信濃川

千曲川

犀川

阿武隈川

久慈川

那珂川

荒川

多摩川 利根川

鬼怒川

大井川

天竜川

矢作川

木曽川
長良川

宮川

伊勢湾

三河湾

駿河湾

相模湾

東京湾

富山湾

神通川

黒部川

庄川

揖斐川

相模川

富士川

諏訪湖

北
上
川

最上川

雄物川

米代川

馬淵川
奥入瀬川

岩木川

十和田湖

田沢湖

阿賀野川

只見川
猪苗代湖

中禅寺湖

浜名湖

霞ヶ浦

北浦

北アルプス

南アルプス

太平洋
太平洋

太平洋

日本海

能登半島

房総半島

伊豆半島

三浦半島

知多半島

牡鹿半島

禄剛崎

弾崎

犬吠埼

野島崎

石廊崎御前崎

仙台湾

伊良湖岬
渥美半島

青森

秋田
盛岡

久慈

八戸

仙台
山形

福島

水戸

宇都宮
前橋

長野

浦和

東京
千葉

横浜

甲府

静岡

名古屋

岐阜

新潟

富山

金沢

雪が舞うなかよどみなく回る「森のそば屋」の水車。この動力を用いてそば粉を挽く

米
が
な
か
な
か
育
た
な
い
標
高
の
高
い
土
地
や
荒
れ
地
で
も
ソ
バ
は
育
つ
。
し
か
も
、
種
を
蒔ま

い
て
か
ら
75
日
前
後

で
実
を
結
ぶ
た
め
、
米
の
代
用
品
、
い
わ
ゆ
る
救
荒
作
物
と
し
て
も
そ
ば
は
古
く
か
ら
食
さ
れ
て
き
た
。
か
つ
て
は

水
を
動
力
に
変
換
す
る
水
車
を
石
臼
に
つ
な
ぎ
、
製
粉
し
て
い
た
地
域
も
多
か
っ
た
が
、
今
は
全
国
的
に
数
え
る
ほ

ど
。
希
少
と
な
っ
た
、
水
車
で
挽
い
た
粉
を
手
打
ち
し
て
供
す
る
そ
ば
店
が
あ
る
と
聞
き
、
北
東
北
に
向
か
っ
た
。

そ
ば
本
来
の
風
味
を
引
き
出
す

水
車
の
力
で
挽
い
た
粉

【水で挽く】
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香
り
高
い
滋
味
は

な
ぜ
生
ま
れ
る
か

　

川
か
ら
引
い
た
水
流
で
回
る
水
車
。

水
車
小
屋
で
は
、
そ
の
動
力
が
３
枚
の

木
製
の
歯
車
を
伝
っ
て
、
石
臼
を
回
す
。

「
畑
か
ら
来
た
玄
ソ
バ
に
交
じ
っ
た
異

物
を
取
り
除
き
、
き
れ
い
に
磨
き
を
か

け
た
あ
と
、
石
臼
で
粉
に
し
ま
す
」

　

在
来
種
の
ソ
バ
を
栽
培
し
、
水
車
小

屋
で
そ
ば
粉
を
挽
く
の
は
、「
森
の
そ
ば

屋
」
の
髙こ
う

家け

卓た
つ

範の
り

さ
ん
。
回
る
石
臼
で

殻
が
分
離
さ
れ
実
が
挽
か
れ
て
落
ち
て

き
た
そ
ば
粉
を
、
篩ふ
る
いに

か
け
る
。

「
粉
に
な
り
き
ら
な
か
っ
た
甘
皮
な
ど

の
部
分
の
方
に
、
そ
ば
の
風
味
や
甘
味

が
た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す
」

　

篩
に
残
っ
た
そ
れ
ら
を
、
床
に
穿う
が

た

れ
た
搗つ

き
臼
に
入
れ
、
水
車
の
動
力
を

利
用
し
た
杵き
ね

で
ゴ
ッ
ト
ン
、
ゴ
ッ
ト
ン

と
搗
く
。「
23
ｋｇ
の
重
さ
で
１
分
間
に
50

回
ほ
ど
搗
き
ま
す
」
と
髙
家
さ
ん
は
言

う
。
そ
れ
を
石
臼
で
挽
い
た
そ
ば
粉
に

混
ぜ
て
完
成
だ
。

黒
っ
ぽ
い
田
舎

そ
ば
の
香
し
い

滋
味
が
生
ま
れ

る
秘
訣
が
、
こ

こ
に
あ
っ
た
。

　

岩
手
県
葛く
ず

巻ま
き

町ま
ち

江え

刈か
り

川が
わ

地
区

の
「
森
の
そ
ば
屋
」。
盛
岡
駅
か
ら
北

東
へ
車
で
約
１
時
間
30
分
の
山
間
地
で

集
客
は
年
間
１
万
人
を
超
え
る
。
土
地

の
在
来
種
を
使
い
、
昔
な
が
ら
の
水
車

で
そ
ば
粉
を
挽
い
て
、
地
元
の
「
髙
家

領
水
車
母
さ
ん
の
会
」
が
手
打
ち
す
る
。

近
隣
の
産
地
直
売
所
「
み
ち
草
の
驛え
き

」

と
合
わ
せ
、
30
人
以
上
の
「
お
母
さ

ん
」
が
働
い
て
い
た
こ
と
も
あ
る
。
地

域
な
ら
で
は
の
特
長
を
活
か
し
て
付
加

価
値
を
高
め
雇
用
を
創
出
し
た
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ビ
ジ
ネ
ス
の
成
功
例
と
し
て
知

ら
れ
て
い
る
。

　

と
同
時
に
、
刈
り
取
っ
た
ソ
バ
を
束

に
し
て
自
然
乾
燥
さ
せ
る
「
島
立
て
」

と
呼
ぶ
風
景
か
ら
水
車
挽
き
ま
で
、
水

に
関
わ
る
伝
統
の
手
法
を
そ
ば
づ
く
り

に
残
す
貴
重
な
営
み
で
も
あ
る
の
だ
。

断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

集
落
の「
そ
ば
祭
り
」

　

標
高
５
５
０
ｍ
、
昼
夜
の
寒
暖
差
が

大
き
い
江
刈
川
地
区
は
、
ソ
バ
の
栽
培

に
適
し
た
土
地
だ
。
地
元
の
お
母
さ
ん

た
ち
は
、
昔
か
ら
よ
く
家
で
そ
ば
を
打

っ
て
い
た
。
葛
巻
小
学
校
江
刈
川
分
校

（
２
０
０
５
年
に
閉
校
）
で
は
、
戦
後
ま
も
な

い
１
９
５
１
年
（
昭
和
26
）
の
卒
業
式
か

ら
、
水
車
挽
き
の
粉
を
使
っ
た
お
母
さ

ん
た
ち
の
手
打
ち
そ
ば
が
振
る
舞
わ
れ

た
。
以
来
、
分
校
の
行
事
が
あ
る
た
び

水車小屋の内部。手前の石臼で玄ソバを挽き、篩にかけて残った甘皮などを床に
穿たれた搗き臼に移し、杵で搗く。太い心棒を回すのは奥の壁の外側にある水車だ

水車小屋でそば粉を挽く髙家
卓範さん。凍える寒さのなか、
手を休めず笑顔も絶やさない
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に
、
そ
ば
を
打
つ
の
が
恒
例
に
な
っ
た

と
い
う
。

　

葛
巻
町
役
場
の
職
員
だ
っ
た
髙
家
さ

ん
は
「
そ
ば
で
地
域
お
こ
し
」
を
考
え

る
。「
平
成
の
初
め
頃
で
し
た
か
ら
、

町
・
村
役
場
や
商
工
会
、
農
協
で
は
な

く
一
つ
の
集
落
が
『
そ
ば
祭
り
』
を
主

催
す
る
の
は
全
国
で
も
珍
し
く
、
マ
ス

コ
ミ
が
飛
び
つ
い
て
人
を
集
め
ら
れ
る

だ
ろ
う
、
と
自
信
は
あ
り
ま
し
た
」

　

し
か
し
、
反
対
す
る
人
が
出
て
そ
ば

祭
り
の
企
画
は
頓
挫
し
た
。

　

折
し
も
、
髙
家
さ
ん
は
近
隣
に
自
宅

を
新
築
。
元
の
家
が
空
き
家
に
な
っ
た
。

「『
い
っ
そ
の
こ
と
、
こ
こ
で
そ
ば
屋
で

も
や
ろ
う
か
…
…
』
と
呟
い
た
ら
、
妻

が
す
ぐ
『
や
ろ
う
よ
！
』
と
飛
び
つ
い

て
き
ま
し
た
」
と
笑
う
。

　

妻
の
髙
家
章
子
さ
ん
が
主
導
し
卓
範

さ
ん
が
夜
間
や
休
日
に
補
助
す
る
家
業

と
し
て
町
役
場
か
ら
も
認
め
ら
れ
た
。

心
を
込
め
て
手
打
ち
す
る

「
水
車
母
さ
ん
の
会
」

　

江
刈
川
地
区
の
集
落
「
髙
家
領
」
で

は
「
髙
家
領
水
車
組
合
」
が
水
車
を
共

同
管
理
し
て
い
る
。
１
９
８
７
年
（
昭

和
62
）
に
東
京
・
日
本
橋
髙
島
屋
の
催

事
「
全
国
そ
ば
紀
行
」
に
招
待
さ
れ
、

髙
家
領
水
車
組
合
の
お
母
さ
ん
た
ち
の

手
打
ち
そ
ば
が
、
２
日
間
で
１
５
０
０

食
も
売
れ
た
こ
と

が
あ
っ
た
。

「
水
車
組
合
の
お

母
さ
ん
た
ち
と
一

緒
に
旧
宅
で
そ
ば

屋
を
や
り
た
い
、

つ
い
て
は
水
車
も

使
わ
せ
て
ほ
し
い

―
―
水
車
組
合
の

会
で
、
夫
と
そ
う

持
ち
か
け
ま
し
た
。

最
初
は
渋
っ
て
い

た
『
お
父
さ
ん
』

た
ち
で
し
た
が
、
し
ば
ら
く
し
て『
や

ら
せ
て
み
る
べ
』と
言
っ
て
く
だ
さ
っ

た
の
で
す
」
と
章
子
さ
ん
は
言
う
。

　

こ
う
し
て
55
世
帯
、
約
２
０
０
人
の

小
さ
な
集
落
に
１
９
９
２
年
（
平
成
４
）

11
月
、「
森
の
そ
ば
屋
」
が
開
店
し
た
。

費
用
は
す
べ
て
髙
家
夫
妻
が
負
担
し

「
髙
家
領
水
車
母
さ
ん
の
会
」（
髙
家
章
子

会
長
）
が
運
営
す
る
。

「『
こ
っ
た
な
田
舎
ま
で
誰
が
そ
ば
を

食
い
に
来
る
も
の
か
』
と
い
う
声
も
聞

こ
え
て
き
ま
し
た
」
と
章
子
さ
ん
は
振

り
返
る
。
し
か
し
、「
味
に
は
自
信
が
あ

っ
た
し
、
女
性
た
ち
が
地
域
お
こ
し
で

立
ち
上
げ
た
そ
ば
屋
、
と
い
う
話
題
で

も
人
を
呼
べ
る
と
思
い
ま
し
た
。
数
百

万
円
（
旧
宅
の
改
修
費
）
の
自
動
車
を
買
っ

て
乗
り
潰
し
た
と
考
え
れ
ば
、
や
ら
な

い
で
後
悔
す
る
よ
り
、
や
っ
て
失
敗
し

た
ほ
う
が
い
い
、
と
思
っ
た
」
と
卓
範

さ
ん
も
話
す
。

　

そ
ば
好
き
の
集
ま
り
「
盛
岡
手
打
ち

そ
ば
の
会
」
の
会
員
に
ハ
ガ
キ
の
Ｄ
Ｍ

を
送
っ
た
り
、
チ
ラ
シ
の
新
聞
折
り
込

み
な
ど
が
功
を
奏
し
、
開
店
初
日
か
ら

１
２
０
人
が
詰
め
か
け
た
。

　

こ
の
地
域
で
は
鶏
卵
と
豆
腐
を
つ
な

ぎ
に
使
う
。
優
し
く
滑
ら
か
な
食
感
の

後
か
ら
、
そ
ば
本
来
の
風
味
が
、
ふ
ん

わ
り
追
い
か
け
て
く
る
。
三
角
に
薄
切

り
し
た
そ
ば
を
し
ゃ
ぶ
し
ゃ
ぶ
の
よ
う

に
し
て
、
に
ん
に
く
味
噌
で
い
た
だ
く

「
そ
ば
か
っ
け
」
も
独
特
の
郷
土
食
で
、

日
本
酒
の
つ
ま
み
に
ぴ
っ
た
り
。

　

そ
ば
屋
の
人
気
が
す
っ
か
り
定
着
し

た
１
９
９
７
年
（
平
成
９
）、
近
所
に
産

地
直
売
所
「
み
ち
草
の
驛
」
を
開
設
。

働
き
た
い
お
母
さ
ん
た
ち
の
声
に
応
え

4 5「そばかっけ」と薬味のにんにく味噌。
熱湯が入った鍋で軽くゆでていただく

1 夫の卓範さんとともに「森のそば屋」を経営する髙家
章子さん（左）とそば打ちを担当する地元のお母さんたち 
2 葛巻町では昔からつなぎに鶏卵と豆腐を用いる 
3 雪をかぶった髙家領水車。「森のそば屋」の手打ちそ
ばは、この水車小屋で挽いた粉を用いている

123

4

5
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て
雇
用
を
増
や
そ
う
と
章
子
さ
ん
が
提

案
し
た
（
現
在
は
加
工
場
と
し
て
活
用
し
、
雑
穀
だ

ん
ご
な
ど
の
菓
子
類
を
盛
岡
市
内
各
所
に
出
張
販
売
）。

　

水
車
で
挽
い
た
粉
を
使
い
、
お
母
さ

ん
た
ち
が
心
を
込
め
て
手
打
ち
し
た
そ

ば
に
、
30
周
年
が
過
ぎ
た
今
な
お
多
く

の
人
が
魅
了
さ
れ
て
い
る
。

次
世
代
に
継
承
さ
れ
る

水
車
づ
く
り
の
技
術

　

卓
範
さ
ん
は
２
０
０
８
年
（
平
成
20
）

に
町
役
場
を
退
職
し
た
。
ソ
バ
栽
培
と

経
営
事
務
、
水
車
で
の
粉
挽
き
な
ど
、

裏
方
に
専
念
し
「
森
の
そ
ば
屋
」
を
支

え
て
い
る
。

「
ソ
バ
は
水
車
組
合
の
各
家
で
栽
培
し

た
の
を
買
い
取
っ
た
り
、
ウ
チ
の
畑
で

賃
金
を
払
い
栽
培
し
て
も
ら
っ
て
い
た

の
で
す
が
、
皆
さ
ん
の
高
齢
化
で
難
し

く
な
り
ま
し
た
。
会
合
で
相
談
し
た
ら
、

ち
ょ
う
ど
退
職
時
期
だ
っ
た
の
で
『
お

ま
え
が
一
番
暇
に
な
る
ん
だ
か
ら
覚
え

ろ
』
と
言
わ
れ
ま
し
て
」
と
ト
ラ
ク
タ

ー
や
軽
ト
ラ
を
購
入
し
「
60
の
手
習

い
」
で
ソ
バ
栽
培
に
自
ら
乗
り
出
し
た
。

農
業
短
大
出
身
で
農
業
技
術
の
知
識
は

あ
っ
た
が
「
農
機
具
屋
さ
ん
に
聞
い
た

ら
『
な
ん
で
も
自
分
で
や
っ
て
み
て
、

仕
事
か
ら
教
わ
る
の
が
一
番
』
と
言
わ

れ
、
下
手
な
り
に
取
り
組
み
は
じ
め
ま

し
た
」
と
卓
範
さ
ん
は
言
う
。

　

江
刈
川
地
区
に
は
元
町
川
沿
い
に
３

基
の
水
車
が
残
り
、
２
基
が
現
役
で

「
森
の
そ
ば
屋
」
の
そ
ば
粉
を
挽
い
て

い
る
。
冒
頭
で
触
れ
た
「
髙
領
家
水

車
」
は
１
９
６
４
年
（
昭
和
39
）
に
建
て

替
え
、
１
９
９
５
年
（
平
成
７
）
に
増
築

し
た
。
使
っ
て
い
な
か
っ
た
下
流
の

「
江
刈
川
水
車
」
は
２
０
０
１
年
（
平
成

13
）
に
事
業
拡
大
に
伴
な
い
復
元
し
た

が
、
６
年
後
に
水
害
に
遭
い
水
輪
を
補

修
し
て
い
る
。

　

水
車
は
、
経
年
劣
化
す
る
水
輪
と
小

屋
内
部
の
設
備
を
15
～
20
年
周
期
で
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
際
は
水
車
の
新
築
を
手
が
け
る
工

務
店
に
依
頼
す
る
が
、
歴
代
の
大
工
の

技
術
を
継
承
す
る
30
代
の
若
者
が
現
れ

た
の
は
心
強
い
。
他
な
ら
ぬ
髙
家
さ
ん

の
娘
婿
、
高
橋
孝
仁
さ
ん
だ
。
２
０
１

８
年
（
平
成
30
）
の
江
刈
川
水
車
の
改
修

に
参
加
し
、
親
方
か
ら
「
あ
と
一
基
つ

く
れ
ば
一
人
前
」
の
お
墨
つ
き
を
も
ら

っ
た
と
い
う
。

「
粉
挽
き
も
経
験
し
、
水
車
の
技
術
は

習
得
し
て
も
ら
っ
た
の
で
安
心
」
と
卓

範
さ
ん
も
絶
大
な
信
頼
を
寄
せ
る
。

「
自
家
栽
培
の
在
来
種
」「
水
車
挽
き
」

「
手
打
ち
」―
―
こ
の
３
条
件
が
揃
っ
た

そ
ば
は
全
国
で
も
稀
だ
。
そ
の
風
味
が

地
域
の
貴
重
な
文
化
遺
産
の
一
つ
と

し
て
末
長
く
残
さ
れ
て
ほ
し
い
。

（
２
０
２
３
年
12
月
17
～
18
日
取
材
）

「森のそば屋」で提供するざるそば（右）とかけそば（左）。自家栽培の在来種のソバを水車小屋で粉に挽き、それを地元のお母さんたちが手打ちする

【水で挽く】

19 そば本来の風味を引き出す 水車の力で挽いた粉


