
（上）「森のそば屋」の水車を回すための水
路。そばと水の不可分な関係が現れている
撮影：渡邉まり子
（下）そば打ち講習会で参加者を指導するい
ばらき蕎麦の会の掛札久美子さん（右）。愛
好家たちもそば文化の一翼を担う
撮影：藤牧徹也

表紙：囲炉裏の前でざるそば
をいただく。岩手県葛巻町の
「森のそば屋」では、自家栽培
の在来種のソバを水車の動力
で挽き、その粉を地域の女性た
ちが手打ちしている
撮影：渡邉まり子
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東
京
に
暮
ら
し
て
30
年
が
経
っ
た

頃
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
い
う
仕
事
の
意

味
や
将
来
性
を
考
え
直
す
き
っ
か
け

と
し
て
の
民
藝
運
動
に
出
会
い
ま

し
た
。
一
言
で
そ
の
魅
力
を
言
う
と

「
そ
の
土
地
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
」。

　

こ
れ
ま
で
ず
っ
と
海
外
の
デ
ザ
イ

ン
に
憧
れ
て
色
々
な
も
の
を
デ
ザ
イ

ン
し
て
き
ま
し
た
が
、
デ
ザ
イ
ン
も

植
物
や
人
と
一
緒
で
「
ふ
る
さ
と
」

が
あ
る
こ
と
で
個
性
が
足
元
か
ら
伝

わ
っ
て
性
格
に
な
っ
た
り
感
受
性
に

な
っ
て
い
く
。
そ
う
考
え
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
「
伝
統
工
芸
」
と
呼
ば

れ
る
も
の
こ
そ
デ
ザ
イ
ン
な
の
だ
と

思
い
始
め
ま
し
た
。
土
地
か
ら
生
ま

れ
た
そ
う
し
た
食
や
生
活
道
具
や
民

話
や
祭
り
を
「
デ
ザ
イ
ン
」
と
考
え

る
こ
と
で
若
い
世
代
に
も
関
心
が
湧

く
。
ま
さ
に
今
の
日
本
が
そ
う
な
っ

て
い
る
と
感
じ
ま
す
。

　

そ
ん
な
僕
は
こ
の
頃
か
ら
「
47
都

道
府
県
」
に
関
心
が
湧
き
、
一
つ
の

テ
ー
マ
で
毎
回
47
都
道
府
県
か
ら
も

の
を
集
め
て
日
本
を
俯
瞰
で
眺
め
る

よ
う
に
感
じ
る
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム「d47 

M
USEUM

」
を
考
え
、
渋
谷
ヒ
カ
リ

エ
の
８
階
に
作
り
ま
し
た
。
そ
し
て

２
０
１
５
年
８
月
に
、
47
都
道
府

県
の
ロ
ー
カ
ル
な
麺
か
ら
日
本
の

食
の
個
性
を
見
る
企
画
展
「
47
麺

M
ARKET

」
を
開
催
。
日
本
じ
ゅ
う

か
ら
集
め
た
麺
た
ち
は
や
は
り
、
そ

の
土
地
の
風
土
や
物
語
か
ら
生
ま
れ

蕎そ

ば麦
は
土
地
の
デ
ザ
イ
ン
ひ
と
し
ず
く

ナ
ガ
オ
カ
ケ
ン
メ
イ

デ
ザ
イ
ン
活
動
家

水の文化 76号　ひとしずく 2



て
い
ま
し
た
。

　

絹
織
物
の
産
地
の
新
潟
県
十
日
町

市
で
は
織
物
を
作
る
工
程
で
使
う
海

藻
の
フ
ノ
リ
を
使
っ
て「
へ
ぎ
そ
ば
」

が
親
し
ま
れ
、
過
疎
化
が
深
刻
な
石

川
県
奥
能
登
地
区
で
は
耕
作
放
棄
地

を
活
用
す
る
「
金
沢
大
地
」
と
い
う

企
業
に
よ
っ
て
「
能
登
の
蕎
麦
」
が

生
ま
れ
、福
井
県
武た
け

生ふ

市
（
現
・
越
前
市
）

を
視
察
し
た
昭
和
天
皇
が
そ
こ
で
食

し
た
蕎
麦
が
あ
ま
り
に
も
美
味
し
か

っ
た
こ
と
か
ら
「
あ
の
越
前
蕎
麦
が

食
べ
た
い
」
と
語
っ
た
こ
と
が
「
越

前
蕎
麦
」
の
名
の
由
来
と
な
り
広
ま

っ
た
り
、
奈
良
時
代
か
ら
精
進
料
理

と
し
て
食
べ
伝
え
ら
れ
た
鳥
取
県
大だ
い

山せ
ん

地
区
で
は
「
大
山
蕎
麦
」
に
そ
の

物
語
を
今
も
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

山
口
県
川
棚
温
泉
で
は
江
戸
時
代
に

藩
主
か
ら
治
安
を
守
り
土
地
の
美
観

を
整
え
る
意
味
で
庶
民
に
も
「
瓦
」

を
使
う
こ
と
が
許
さ
れ
た
こ
と
か
ら

瓦
へ
の
親
し
み
が
ユ
ニ
ー
ク
な
「
瓦

そ
ば
」
を
生
み
出
し
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
様
子
を
記
録
し
な
く
て
は

と
思
い
、
47
都
道
府
県
の
そ
の
土
地

の
「
ら
し
さ
」
を
テ
ー
マ
に
ト
ラ
ベ

ル
ガ
イ
ド
「d design travel

」
を

発
刊
。
現
在
33
都
道
府
県
を
刊
行
し
、

残
り
14
県
を
今
も
一
つ
一
つ
取
材
し

て
い
ま
す
。

　

若
い
頃
は
海
外
や
都
会
、
特
に
東

京
に
憧
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
環

境
や
地
域
へ
の
関
心
が
増
す
中
で
は
、

や
は
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
っ
て
も
の

を
中
央
に
集
め
る
の
で
は
な
く
、
そ

の
土
地
を
訪
ね
て
そ
こ
に
あ
る
風
情

や
土
地
の
力
を
感
じ
な
が
ら
食
べ
た

り
、
も
の
づ
く
り
に
触
れ
た
り
し
た

方
が
心
も
豊
か
に
整
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
僕
も
今
は
18
歳
ま
で
過
ご

し
た
ミ
ツ
カ
ン
の
あ
る
半
田
市
の
隣
、

愛
知
県
知ち

多た

郡
阿あ

ぐ
い
ち
ょ
う

久
比
町
に
知
多

の
も
の
を
紹
介
す
る
店
「d new
s 

agui
」
を
作
り
暮
ら
し
て
い
ま
す
。

　

土
地
の
水
や
環
境
、
祭
り
や
文
化

か
ら
生
ま
れ
る
感
性
こ
そ
、
次
の
新

し
い
も
の
を
生
み
出
す
純
粋
な
力
。

47
都
道
府
県
に
限
ら
ず
そ
の
土
地
に

あ
る
食
文
化
と
は
、
長
き
に
亘
り
伝

え
て
い
く
大
切
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
の

だ
と
思
い
ま
す
。
何
気
な
く
食
べ
る

蕎
麦
に
も
。

ナガオカケンメイ
1965年北海道生まれ、愛知県育ち。そ
の土地に長く続くもの、ことを紹介するス
トア「D&DEPARTMENT」、常に47都道
府県をテーマとする日本物産MUSEUM

「d47MUSEUM」、その土地らしさを持
つ場所を2ヶ月住んで取材していく文化
観光誌「d design travel」など、すでに
世の中に生まれ、長く愛されているものを

「デザイン」と位置づけていく活動を展開。
2013毎日デザイン賞受賞。

へぎと呼ばれる木の器に盛りつけられた「へぎそば」。一口大に丸められたそばはまるでかせ糸のようだ
撮影協力：小嶋屋総本店

蕎麦は土地のデザイン3
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日
本
人
は
「
そ
ば
」
が
好
き
だ
。
そ
ば
を
食

す
歴
史
は
縄
文
時
代
ま
で
遡
る
。
平
安
時
代

に
は
米
が
不
作
の
と
き
の
代
用
品
（
救
荒
作
物
）

と
し
て
ソ
バ
の
栽
培
が
推
奨
さ
れ
て
い
た
と

い
う
。
ソ
バ
の
実
を
粉
に
し
て
水
や
湯
で
練

り
上
げ
「
そ
ば
が
き
」
な
ど
で
食
し
て
い
た

そ
う
だ
。

今
、
私
た
ち
が
食
べ
て
い
る
麺
状
の
そ
ば
は
、

正
式
に
は
「
そ
ば
切き

り
」
だ
。
そ
ば
粉
に
水

や
湯
を
入
れ
て
練
っ
た
生
地
を
平
ら
に
の
し

て
包
丁
で
細
く
切
る
。
そ
ば
切
り
が
い
つ
生

ま
れ
た
か
は
諸
説
あ
る
。
そ
ば
切
り
も
含
め

て
そ
ば
に
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。

製
粉
か
ら
製
麺
ま
で
、
そ
ば
は
水
と
つ
な
が

り
が
あ
る
。
か
つ
て
収
穫
し
た
実
は
水
車
と

つ
な
い
だ
石
臼
で
粉
に
し
た
。
そ
ば
粉
に
水

を
入
れ
て
固
ま
り
に
し
て
い
く
「
水
回
し
」

は
手
打
ち
の
肝
で
あ
り
、
そ
ば
を
ゆ
で
、
冷

や
す
の
に
も
水
を
使
う
。

食
文
化
の
単
一
化
が
進
む
現
代
に
あ
っ
て
、

そ
ば
は
各
地
の
特
色
を
比
較
的
残
し
て
い
る
。

数
多
あ
る
産
地
の
な
か
か
ら
、
今
回
は
編
集

部
が
水
と
の
か
か
わ
り
で
興
味
深
く
感
じ
た

地
域
の
そ
ば
を
取
り
上
げ
た
。
そ
ば
と
水
に

目
を
向
け
る
こ
と
で
、
そ
の
土
地
の
歴
史
や

文
化
、
気
候
な
ど
を
見
つ
め
て
い
き
た
い
。

※
本
特
集
の「
ソ
バ
」「
そ
ば
」の
表
記

　

[植
物
］ソ
バ

　

[食
品
］そ
ば
＝
ざ
る
そ
ば
、そ
ば
打
ち
、そ
ば
が
き
、

そ
ば
殻
、そ
ば
粉
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水車の動力でそば粉を挽く。今ではあまり見られない、貴重な文化だ
（岩手県葛巻町「森のそば屋」）

日
本
人
は
「
そ
ば
」
が
好
き
だ
。
そ
ば
を
食

す
歴
史
は
縄
文
時
代
ま
で
遡
る
。
平
安
時
代

に
は
米
が
不
作
の
と
き
の
代
用
品
（
救
荒
作
物
）

と
し
て
ソ
バ
の
栽
培
が
推
奨
さ
れ
て
い
た
と

い
う
。
ソ
バ
の
実
を
粉
に
し
て
水
や
湯
で
練

り
上
げ
「
そ
ば
が
き
」
な
ど
で
食
し
て
い
た

そ
う
だ
。

今
、
私
た
ち
が
食
べ
て
い
る
麺
状
の
そ
ば
は
、

正
式
に
は
「
そ
ば
切き

り
」
だ
。
そ
ば
粉
に
水

や
湯
を
入
れ
て
練
っ
た
生
地
を
平
ら
に
の
し

て
包
丁
で
細
く
切
る
。
そ
ば
切
り
が
い
つ
生

ま
れ
た
か
は
諸
説
あ
る
。
そ
ば
切
り
も
含
め

て
そ
ば
に
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。

製
粉
か
ら
製
麺
ま
で
、
そ
ば
は
水
と
つ
な
が

り
が
あ
る
。
か
つ
て
収
穫
し
た
実
は
水
車
と

つ
な
い
だ
石
臼
で
粉
に
し
た
。
そ
ば
粉
に
水

を
入
れ
て
固
ま
り
に
し
て
い
く
「
水
回
し
」

は
手
打
ち
の
肝
で
あ
り
、
そ
ば
を
ゆ
で
、
冷

や
す
の
に
も
水
を
使
う
。

食
文
化
の
単
一
化
が
進
む
現
代
に
あ
っ
て
、

そ
ば
は
各
地
の
特
色
を
比
較
的
残
し
て
い
る
。

数
多
あ
る
産
地
の
な
か
か
ら
、
今
回
は
編
集

部
が
水
と
の
か
か
わ
り
で
興
味
深
く
感
じ
た

地
域
の
そ
ば
を
取
り
上
げ
た
。
そ
ば
と
水
に

目
を
向
け
る
こ
と
で
、
そ
の
土
地
の
歴
史
や

文
化
、
気
候
な
ど
を
見
つ
め
て
い
き
た
い
。

※
本
特
集
の「
ソ
バ
」「
そ
ば
」の
表
記

　

[植
物
］ソ
バ

　

[食
品
］そ
ば
＝
ざ
る
そ
ば
、そ
ば
打
ち
、そ
ば
が
き
、

そ
ば
殻
、そ
ば
粉
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そ
も
そ
も
ソ
バ
と
は
ど
の
よ
う
な
植
物
で
、ど
の
よ
う
な

栄
養
素
が
あ
る
の
か
。ま
た
、信
仰
と
そ
ば
に
は
ど
ん
な

歴
史
が
あ
る
の
か

―
。農
学
に
お
け
る
そ
ば
食
文
化
の

研
究
者
、氏う
じ
は
ら
あ
き

原
暉
男お

、俣ま
た

野の

敏と
し

子こ

両
氏
の
教
え
を
受
け
、

以
前
は
雑
学
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
そ
ば
に
つ
い
て
、食
品
科

学
を
中
心
に
民
俗
学
や
心
理
学
な
ど
別
の
分
野
か
ら
も

ア
プ
ロ
ー
チ
し
た『
そ
ば
学（sobalogy

）』を
上
梓
し
た

信
州
大
学
名
誉
教
授
の
井
上
直
人
さ
ん
に
、水
と
ソ
バ（
植

物
）、そ
ば（
食
品
）の
関
係
に
つい
て
聞
い
た
。

多年生の宿根ソバ「シャクチリソバ」の葉も
一緒に練り込んだ「シャクチリ曼荼羅そば」
撮影協力：蕎麦 きし野

「
そ
ば
」と
は

栄
養
価
か
ら
寒
ざ
ら
し
ま
で

水の文化 76号　特集　そばと水
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そ
ば
だ
け
を
食
べ
て

暮
ら
し
た
修
験
者

ソ
バ
は
五
穀
（
コ
メ
・
ム
ギ
・
ア
ワ
・
キ
ビ
・

マ
メ
）
の
な
か
に
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。
多

く
の
穀
物
の
よ
う
に
イ
ネ
科
で
は
な
く
、

タ
デ
科
ソ
バ
属
の
植
物
で
す
。
食
品
中

に
含
ま
れ
る
必
須
ア
ミ
ノ
酸
が
必
要
摂

取
量
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
示

し
た
「
ア
ミ
ノ
酸
ス
コ
ア
」
が
、
そ
ば

粉
は
１
０
０
。
こ
の
数
値
は
、
必
須
ア

ミ
ノ
酸
９
種
類
が
す
べ
て
一
定
の
基
準

値
を
超
え
、
バ
ラ
ン
ス
よ
く
含
ま
れ
た

食
品
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

他
の
穀
物
に
比
べ
、
ソ
バ
が
抜
き
ん
出

て
栄
養
豊
富
で
あ
る
こ
と
は
、
昔
か
ら

体
験
的
に
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

天
皇
家
と
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
修
験

道
の
総
本
山
、
京
都
の
聖し
ょ
う
ご
い
ん

護
院
に
残
さ

れ
た
１
６
０
０
年
代
の
古
文
書
に
、
吉

野
熊
野
で
修
行
し
た
親
王
の
日
記
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
断
食
の
行

に
入
る
直
前
、
鶏
卵
を
つ
な
ぎ
に
使
っ

た
そ
ば
切
り
（
そ
ば
粉
を
練
っ
た
生
地
を
包
丁
で
細

く
切
っ
た
も
の
）
を
大
量
に
食
べ
て
い
ま
し
た
。

室
町
時
代
か
ら
続
く
比
叡
山
延
暦
寺
の

千
日
回
峰
行
は
１
０
０
日
間
、
五
穀
と

塩
を
断
つ
荒
行
で
す
が
、
そ
ば
だ
け
は

食
べ
て
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ソ
バ
は
五
穀
で
は
な
い
か
ら
で
す
。

長
野
県
旧
伊
奈
村
（
現
・
伊
那
市
）
の
伝

説
の
修
験
者
、
寂
じ
ゃ
く
ほ
ん
せ
ん
め
い

本
先
明
（
１
８
４
７
｜

１
９

３
１
）
は
40
歳
か
ら
15
年
間
、
ソ
バ
の
実

を
粉
に
し
て
練
り
上
げ
た
そ
ば
が
き
だ

け
を
食
べ
て
修
行
し
た
そ
う
で
す
。

ソ
バ
の
栽
培
は

ど
こ
で
始
ま
っ
た
か

京
都
大
学
の
故
・
大
西
近お

う
み江

教
授
ら

の
研
究
に
よ
る
と
、
ソ
バ
栽
培
の
起
源

地
は
中
国
の
三
サ
ン
ジ
ィ
ァ
ン

江
地
域
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
四
川
省
、
雲
南
省
、
東
チ
ベ
ッ
ト

の
境
界
付
近
で
、
三
つ
の
大
河
が
南
北

に
並
行
し
て
流
れ
る
地
域
で
す
。
考
古

学
に
よ
る
種
子
と
花
粉
の
分
析
で
は
、

お
よ
そ
４
０
０
０
年
前
の
こ
と
。
初
め

て
栽
培
化
し
た
の
は
少
数
民
族
の
イ
族

だ
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

標
高
差
が
大
き
く
、
荒
れ
た
土
地
で
、

コ
ム
ギ
や
オ
オ
ム
ギ
は
栽
培
で
き
な
か

っ
た
の
で
、
土
地
に
適
応
し
て
い
た
ソ
バ

の
野
生
種
が
利
用
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

苦
味
の
強
い
ダ
ッ
タ
ン
ソ
バ
、
多
年
生
の

宿
根
ソ
バ
、
今
の
日
本
で
食
べ
ら
れ
て
い

る
普
通
ソ
バ
の
直
接
の
祖
先
種
と
近
縁

野
生
種
。
こ
れ
ら
す
べ
て
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
の
が
三
江
地
域
で
す
。

雲
南
省
や
四
川
省
と
チ
ベ
ッ
ト
を
結

ぶ
道
は
「
西
南
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」
と

呼
ば
れ
、
中
国
で
は
「
茶チ
ャ
マ
グ
ゥ
ダ
オ

馬
古
道
」
と

し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
チ
ベ
ッ
ト
族

で
は
野
菜
が
不
足
し
、
雲
南
の
部
族
で

は
戦
争
に
必
要
な
馬
が
不
足
し
て
い
ま

し
た
。
そ
こ
で
、
野
菜
代
わ
り
の
保
存

そ
も
そ
も
ソ
バ
と
は
ど
の
よ
う
な
植
物
で
、ど
の
よ
う
な

栄
養
素
が
あ
る
の
か
。ま
た
、信
仰
と
そ
ば
に
は
ど
ん
な

歴
史
が
あ
る
の
か

―
。農
学
に
お
け
る
そ
ば
食
文
化
の

研
究
者
、氏う
じ
は
ら
あ
き

原
暉
男お

、俣ま
た

野の

敏と
し

子こ

両
氏
の
教
え
を
受
け
、

以
前
は
雑
学
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
そ
ば
に
つ
い
て
、食
品
科

学
を
中
心
に
民
俗
学
や
心
理
学
な
ど
別
の
分
野
か
ら
も

ア
プ
ロ
ー
チ
し
た『
そ
ば
学（sobalogy

）』を
上
梓
し
た

信
州
大
学
名
誉
教
授
の
井
上
直
人
さ
ん
に
、水
と
ソ
バ（
植

物
）、そ
ば（
食
品
）の
関
係
に
つい
て
聞
い
た
。

INOUE Naoto
1953年東京都生まれ。帯広畜産大
学大学院卒業後、長野県農業試験
場研究員、京都大学農学部講師、同
助教授を経て2002年に信州大学教
授。農学博士。ソバをはじめとする穀
物の生理生態、食品科学、育種、土
壌学の研究教育に取り組む。著書に

『そば学―sobalogy 食品科学から
民俗学まで』『おいしい穀物の科学』

『雑穀入門』などがある。

インタビュー

井上 直人さん

信州大学名誉教授

収穫時期が近づいたソバ畑

ソバの野生祖先種
の割断図
撮影：井上直人さん

「そば博物館」に展示されている各地のソバの在来種の種子。日本
には数多くの在来種がある

【概論】

「そば」とは――栄養価から寒ざらしまで
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食
に
な
る
雲
南
の
黒

茶
の
塊
と
、
チ
ベ
ッ

ト
の
馬
が
交
易
さ
れ

て
い
た
の
で
す
。

茶
馬
古
道
の
遠
路

を
乗
り
越
え
る
た
め

の
携
行
食
が
そ
ば
で
し
た
。
栄
養
価
が

高
く
、
生
食
で
も
消
化
が
よ
い
ダ
ッ
タ

ン
ソ
バ
や
普
通
ソ
バ
を
「
粉
」
の
状
態

で
利
用
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

な
ぜ
過
密
都
市・江
戸
で

そ
ば
が
広
ま
っ
た
の
か

日
本
で
そ
ば
切
り
の
最
古
の
文
献
は

戦
国
時
代
の
１
５
７
４
年
（
天
正
2
）。

長
野
県
木
曽
谷
（
現
・
大
桑
村
）
の
臨
済
宗

定
勝
寺
の
工
事
の
際
、
寄
進
に
そ
ば
切

り
が
振
る
舞
わ
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ

り
ま
す
。

そ
ば
切
り
は
、
ど
の
地
域
で
も
ハ
レ

の
日
の
祝
い
食
で
し
た
。
そ
れ
が
江
戸

で
庶
民
の
食
文
化
と
し
て
花
開
い
た
理

由
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
各
地

か
ら
大
工
職
人
が
流
入
し
た
こ
と
で
す
。

過
密
都
市
の
江
戸
で
は
火
災
が
頻
繁

に
起
き
、
建
物
の
普
請
に
大
勢
の
大
工

職
人
が
必
要
で
し
た
。
彼
ら
が
喜
ぶ
食

事
は
田
舎
の
祝
い
食
で
あ
る
そ
ば
切
り
。

さ
ほ
ど
加
熱
し
な
く
て
も
消
化
が
よ
い

し
、
上
方
か
ら
来
た
し
ょ
う
ゆ
を
使
っ

た
そ
ば
つ
ゆ
に
つ
け
て
、
ズ
ル
ズ
ル
ッ

と
一
気
に
食
べ
ら
れ
ま
す
。
し
か
も
安

く
て
栄
養
満
点
。
忙
し
い
仕
事
の
合
間

に
、
片
膝
立
て
て
サ
ッ
と
か
き
こ
め
る

食
事
と
し
て
重
宝
さ
れ
、
江
戸
の
街
角

で
大
流
行
し
た
の
で
し
ょ
う
。

水
滴
を
効
率
的
に
使
え
る

ソ
バ
の
能
力

ソ
バ
と
水
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
中

国
の
陝せ
ん
せ
い西

省
で
調
査
し
た
と
き
に
驚
い

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
乾
燥
し
て
い
て

日
中
は
葉
が
萎
れ
て
い
る
の
に
な
ぜ
ソ

バ
が
栽
培
で
き
る
の
か
不
思
議
で
し
た
。

早
起
き
し
て
外
に
出
る
と
謎
が
解
け
た

よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
気
温
の
日
較

差
が
20
度
も
あ
り
、
朝
霧
で
ソ
バ
の
葉

が
び
し
ょ
濡
れ
で
す
。
葉
の
表
面
を
電

子
顕
微
鏡
で
観
察
す
る
と
、
意
外
に
も

表
側
に
気
孔
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。

通
常
は
、
他
の
作
物
で
は
気
孔
は
裏
側

だ
け
に
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
雨
だ
け

で
は
な
く
霧
や
露
を
も
葉
の
表
面
か
ら

直
接
取
り
込
む
高
い
能
力
が
ソ
バ
に
は

あ
っ
た
の
で
す
。

ソ
バ
は
「
他
殖
性
」
の
植
物
で
、
一

つ
の
花
の
お
し
べ
の
花
粉
が
め
し
べ
に

受
粉
し
て
も
実
は
つ
き
ま
せ
ん
。
め
し

べ
が
お
し
べ
よ
り
短
い
花
の
個
体
と
、

め
し
べ
が
お
し
べ
よ
り
長
い
花
の
個
体

の
間
で
だ
け
昆
虫
を
媒
介
に
受
粉
し
、

実
が
つ
き
ま
す
。
遺
伝
的
に
は
繰
り
返

し
交
雑
し
て
い
る
わ
け
で
す
。「
自
殖

性
」
の
イ
ネ
の
よ
う
に
１
個
体
か
ら
増

や
せ
な
い
の
で
、
品
種
改
良
を
し
て
安

定
的
に
大
量
生
産
す
る
こ
と
が
難
し
い
。

逆
に
い
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で

栽
培
し
て
い
る
ソ
バ
は
す
べ
て
在
来
種

に
な
り
ま
す
。
そ
の
土
地
ご
と
に
適
応

し
た
独
自
の
ソ
バ
が
あ
る
の
で
す
。

陰
陽
五
行
か
ら
見
る
と

「
北
方
水
気
」の
作
物

日
本
の
伝
統
行
事
に
は
、
古
代
中
国

か
ら
渡
来
し
独
自
に
発
展
し
た
陰い
ん
よ
う陽

五ご

行ぎ
ょ
う
せ
つ

説
の
自
然
観
が
深
く
根
づ
い
て
い
ま

す
。
伝
統
食
と
し
て
の
そ
ば
も
陰
陽
五

行
説
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
て

い
ま
す
。

陰
気
と
陽
気
が
交
合
し
地
上
に
派
生

し
た
「
木も
く

」「
火か

」「
土ど

」「
金ご

ん

」「
水す

い

」
の

五
気
の
う
ち
、
ソ
バ
産
地
の
多
く
は
江

戸
か
ら
見
る
と
北
に
あ
た
る
た
め
、
ソ

バ
は
方
角
と
し
て
北
に
相
当
す
る
「
水

気
」
の
性
質
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
ま
し

た
。
五
気
の
間
に
は
「
水す
い
し
ょ
う
も
く

生
木
」

（
水
気
か
ら
木
気
が
生
ま
れ
る
循
環
）
や
、

「
金ご
ん
こ
く
も
く

克
木
」（
金
気
は
木
気
に
勝
る
）
と
い

っ
た
関
係
が
成
り
立
ち
ま
す
。

長
野
県
伊
那
市
高た
か
と
お遠

町
の
伝
統

食
「
高
遠
そ
ば
」
は
、
大
根
お
ろ

し
と
焼
き
み
そ
を
薬
味
に
し
て
食

べ
ま
す
。
陰
陽
五
行
説
で
は
、
白

く
て
硬
い
ダ
イ
コ
ン
や
ダ
イ
ズ
は

「
金
気
」
の
シ
ン
ボ
ル
。
金
気
は

「
木
気
」
で
あ
る
作
物
の
敵
な
の

で
、
金
気
の
シ
ン
ボ
ル
を
徹
底
的

に
潰
し
豊
作
を
祈
願
し
た
の
で
す
。

そ
ば
は
元
来
こ
う
し
た
「
ま
じ
な

い
食
」
で
し
た
。

徳
川
家
康
の
孫
で
家
綱
を
補
佐

1殻のついたままのソバの
実「玄ソバ」 2玄ソバから
ソバ殻だけを取り除いた「丸
抜き」 3杵と搗き臼で製粉
した「そば粉」

■ 古から続く自然観：陰陽五行

「相剋」（そうこく）は、木は土に、土は水に、水は火に、火は金に、金は木
に剋（か）つとされる。「相生」（そうじょう）は、木は火を、火は土を、土は金
を、金は水を、水は木を生じるということ　提供：井上直人さん

そうじょう

相生
そうこく

相剋

木

火

土金

水

木

火

土金

水

いにしえ

水か
ら木
は生
まれ
る

（水
生木
）金

は
木
に
剋
つ（
金
剋
木
）

1

2

3

水の文化 76号　特集　そばと水
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し
幕
府
の
政
治
運
営
に
大
き
く
貢
献
し

た
保
科
正
之
は
、
陸
奥
国
会
津
藩
初
代

藩
主
を
務
め
ま
し
た
が
、
も
と
も
と
は

信
濃
国
高
遠
藩
の
藩
主
で
し
た
。
領
地

替
え
の
と
き
、
そ
ば
職
人
を
引
き
連
れ

て
行
っ
た
こ
と
か
ら
、
会
津
に
も
高
遠

そ
ば
が
定
着
し
、
今
も
そ
の
名
が
残
っ

て
い
ま
す
。

江
戸
の
「
更さ
ら
し
な科

そ
ば
」
も
、
保
科
正

之
の
勧
め
で
開
業
し
、
当
時
の
ソ
バ
の

集
散
地
が
信
濃
国
更
級
で
、「
級
」
に
保

科
の
「
科
」
を
あ
て
た
も
の
で
す
。
こ

の
更
科
そ
ば
が
流
行
し
た
背
景
に
も
陰

陽
五
行
説
が
あ
る
と
見
て
い
ま
す
。
東

方
は
木
気
で
、
そ
れ
を
治
め
る
に
は
木

気
に
勝
る
金
気
が
重
要
と
徳
川
家
で
は

考
え
、
金
気
の
白
い
色
を
重
視
し
ま
し

た
。
玄
ソ
バ
（
殻
付
き
の
ソ
バ
の
実
）
は
黒

く
、
色
で
は
水
気
を
表
す
黒
で
す
が
、

製
粉
方
法
の
工
夫
で
、
金
気
を
表
現
し

た
白
い
更
科
そ
ば
が
誕
生
し
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
す
。

水
の
力
を
活
か
し
て

引
き
出
す
生
命
力
と
風
味

大
学
の
研
究
室
で
寒
冷
地
に
伝
わ
る

伝
統
的
な
収
穫
後
の
加
工
法
「
寒か
ん

ざ
ら

し
そ
ば
」
を
再
現
す
る
研
究
を
し
ま
し

た
。
玄
ソ
バ
を
大
寒
の
時
期
に
河
川
の

冷
水
に
約
10
日
さ
ら
し
た
あ
と
、
雪
の

上
に
広
げ
て
約
１
カ
月
低
温
で
乾
燥
さ

せ
、
貯
蔵
し
ま
す
。
こ
う
す
る
と
ソ
バ

の
雑
味
が
消
え
、
虫
の
防
除
も
で
き
て

貯
蔵
性
が
増
す
の
で
そ
ば
粉
の
品
質
が

高
ま
り
ま
す
。

し
か
し
、
冷
水
中
で
は
、
健
康
維
持

に
効
果
的
な
Ｇ
Ａ
Ｂ
Ａ
（γ
¦
ア
ミ
ノ
酪
酸
）
が

約
10
倍
に
急
増
す
る
も
の
の
、
水
か
ら

出
し
て
乾
燥
す
る
と
Ｇ
Ａ
Ｂ
Ａ
は
次
第

に
低
下
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
す
。

そ
こ
で
、
水
の
力
を
そ
の
ま
ま
活
か

せ
ば
、
お
い
し
く
て
栄
養
価
の
さ
ら
に

高
い
そ
ば
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ま
し
た
。
冷
水
に
２
〜
４
日
浸
し

た
丸
抜
き
（
玄
ソ
バ
の
殻
を
む
い
た
実
）
の
水

を
切
り
、
Ｇ
Ａ
Ｂ
Ａ
の
低
下
を
避
け
る

た
め
に
雪
上
で
乾
燥
さ
せ
ず
、
無
製
粉

で
、
杵き
ね

と
搗つ

き
臼う

す

を
組
み
込
ん
だ
「
胴

搗づ

き
そ
ば
自
動
製
造
機
」
を
独
自
に
開

発
し
、
そ
ば
を
打
っ
て
み
ま
し
た
。

例
え
ば
、
多
年
生
の
宿
根
ソ
バ
で
あ

る
シ
ャ
ク
チ
リ
ソ
バ
を
使
い
、
そ
の
葉

も
一
緒
に
練
り
込
ん
で
、
こ
の
製
法
で

打
っ
た
緑
色
の
そ
ば
は
、
ソ

バ
が
本
来
も
つ
強
い
風
味
と

生
命
力
を
引
き
出
す
こ
と
に

成
功
し
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
そ
ば
に
ま
つ
わ

る
貴
重
な
資
料
や
製
麺
道
具

は
各
地
に
あ
り
ま
し
た
が
、

全
国
的
に
施
設
の
閉
館
が
相

次
ぎ
、
収
蔵
品
が
散
逸
し
つ

つ
あ
り
ま
す
。
２
０
２
３
年

（
令
和
5
）
９
月
、
信
州
そ
ば

発
祥
の
地
と
さ
れ
る
伊
那
市

高
遠
町
を
Ｐ
Ｒ
す
る
た
め
に

開
館
し
た
「
そ
ば
博
物
館
」

に
は
、
江
戸
時
代
に
活
躍
し
た
石
材
加

工
集
団
「
高
遠
石
工
」
が
今
の
東
京
都

あ
き
る
の
市
で
つ
く
っ
た
石
臼
な
ど
、

貴
重
な
資
料
が
約
２
０
０
０
点
展
示
さ

れ
て
お
り
、
寄
贈
を
受
け
た
も
の
も
多

数
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
２
０
２
３
年
11
月
22
日
取
材
）

4

5

6

7

4井上直人さんが開発した杵と搗き臼を組み込んだ
「胴搗きそば自動製造機」 5「そば博物館」に展示さ
れている石臼。いずれも高遠石工集団が作成したも
の 6貴重な資料や製麺道具を収蔵する「そば博物
館」外観 7多年生の宿根ソバ「シャクチリソバ」。牧
野富太郎が命名した 

【概論】
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〒396-0211 長野県伊那市高遠町西高遠1695
※不定期開館のため訪問前に要連絡
連絡先：竹松旅館（Tel.0265-94-2113）
入館料：解説なし200円／解説あり500円

（解説員は常駐していないため要相談）



（注）一斗一升一貫、四百匁目
濃口しょうゆ18L、みりん1．8L、
砂糖3．75㎏、かつおぶし1．5㎏
という目安を示す。あとは店の
味で微調整する。

お
金
を
払
っ
て
食
す

「
江
戸
そ
ば
」

　

江
戸
の
そ
ば
を
語
る
前
に
、
大
ま
か

な
流
れ
を
押
さ
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

そ
ば
は
、
そ
も
そ
も
麵
で
は
な
く
、

粒
の
ま
ま
煮
炊
き
し
て
か
ゆ
や
雑
炊
な

ど
で
食
す
「
粒
り
ゅ
う
し
ょ
く

食
」
で
し
た
。
そ
れ
が

「
粉ふ
ん
し
ょ
く食
」
と
な
っ
た
の
は
鎌
倉
時
代
。

円え
ん

爾に

と
い
う
臨
済
宗
聖
一
派
の
祖
と
な

る
僧
が
、
水
車
で
動
く
石
臼
を
用
い
て

茶
葉
な
ど
を
製
粉
す
る
「
水す
い

磨ま

様よ
う

」
の

設
計
図
を
宋（
中
国
）か
ら
持
ち
帰
っ
て
い

ま
す
の
で
、
お
そ
ら
く
こ
の
頃
か
ら
ソ

バ
の
実
を
粉
に
し
て
、
そ
ば
が
き
な
ど

を
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

今
の
よ
う
に
そ
ば
を
細
く
切
っ
て
食

す
「
そ
ば
切
り
」
は
１
５
０
０
年
代
ま

で
に
は
寺
社
の
振
る
舞
い
料
理
と
し
て

始
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
の
時
代

の
そ
ば
を
「
寺て
ら

方か
た

そ
ば
」
と
呼
ん
で
い

ま
す
。
１
６
０
３
年
（
慶
長
８
）
に
江
戸

幕
府
が
開
か
れ
る
と
世
の
中
は
次
第
に

落
ち
着
き
、
貨
幣
で
も
の
や
サ
ー
ビ
ス

を
購
入
す
る
商
品
経
済
が
本
格
化
し
ま

す
。
そ
ば
も
そ
れ
に
組
み
こ
ま
れ
江
戸

市
中
に
多
く
の
そ
ば
店
が
で
き
ま
す
。

人
口
１
０
０
万
人
の
江
戸
に
そ
ば
店
が

約
３
０
０
０
軒
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

そ
ば
が
お
金
を
払
っ
て
食
べ
る
も
の

に
な
っ
た
こ
と
で
、
店
同
士
が
競
い
合

い
ま
す
。
お
い
し
い
そ
ば
に
は
職
人
の

腕
が
大
事
で
す
が
、
文
字
が
読
め
な
い

人
が
多
い
の
で
数
字
で
伝
え
ま
し
た
。

「
一
鉢
、
二
延
し
、
三
包
丁
」
は
そ
ば

打
ち
で
重
要
な
作
業
の
順
序
を
、「
蕎
麦

の
三
返
り
」
は
湯
の
な
か
で
そ
ば
が
３

回
踊
っ
た
ら
引
き
上
げ
る
こ
と
を
、「
一

斗
一
升
一
貫
、
四
百
匁
目
」（
注
）
は
濃

口
し
ょ
う
ゆ
、
み
り
ん
、
砂
糖
、
か
つ

お
ぶ
し
の
目
安
と
な
る
量
を
示
し
て
い

ま
す
。
江
戸
の
そ
ば
職
人
は
こ
れ
を
守

り
な
が
ら
そ
ば
を
打
ち
、
つ
ゆ
を
つ
く

り
ま
し
た
。

　

お
金
を
払
っ
て
食
べ
る
江
戸
の
そ
ば

を
「
江
戸
そ
ば
」、
そ
れ
以
外
の
地
域

で
食
さ
れ
る
そ
ば
を
「
郷
土
そ
ば
」
と

す
る
と
、
郷
土
そ
ば
は
家
庭
を
中
心
に

食
べ
る
も
の
で
し
た
。
そ
れ
が
参
勤
交

代
、
あ
る
い
は
地
方
に
買
い
付
け
で
出

向
い
た
江
戸
の
商
人
を
通
じ
て
江
戸
そ

ば
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
郷
土
そ

ば
も
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

例
え
ば
「
ざ
る
そ
ば
」。
こ
れ
が
生

ま
れ
た
の
は
江
戸
で
す
。
そ
ば
の
香
り

を
楽
し
む
に
は
か
け
そ
ば
の
よ
う
に
つ

ゆ
に
浸
す
よ
り
も
、
手
繰
っ
た
そ
ば
の

３
分
の
１
く
ら
い
を
つ
ゆ
に
付
け
、
し

か
も
す
す
る
こ
と
で
鼻
腔
か
ら
匂
い
が

感
じ
ら
れ
る
。
ざ
る
そ
ば
は
郷
土
そ
ば

に
は
な
い
食
べ
方
で
し
た
。
江
戸
そ
ば

が
徐
々
に
広
ま
り
、
ま
た
商
品
経
済
が

地
方
に
も
浸
透
し
て
い
く
う
ち
に
各
地

に
そ
ば
店
が
出
て
、
お
金
を
払
っ
て
そ

ば
を
食
べ
る
よ
う
に
変
化
し
ま
す
。

機
械
打
ち
で
大
衆
化

　

江
戸
中
期
の
食
通
、
日に

っ
し
ん
し
ゃ

新
舎
友ゆ

う
き
ょ
う
し

蕎
子

が
書
い
た
『
蕎
麦
全
書
』
に
よ
る
と
、

そ
ば
の
高
級
店
は
日
本
橋
周
辺
に
た
く

さ
ん
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
霊
岸
島
は
ざ

る
そ
ば
発
祥
の
地
で
す
し
、「
鴨か
も

南な
ん

」（
鴨

南
蛮
）
も
茅
場
町
付
近
で
生
ま
れ
た
も

の
。
真
っ
白
な
「
更さ

ら

科し
な

そ
ば
」
も
江
戸
独

自
の
そ
ば
文
化
で
す
。

さ
ら
に
更
科
そ
ば
が

で
き
た
こ
と
で
色
鮮

や
か
な
「
変
わ
り
そ

ば
（
色
物
）」
が
生
ま

れ
ま
す
。

　

当
初
、
江
戸
そ
ば

は
つ
な
ぎ
を
用
い
な

い
十
割
そ
ば（
生き
蕎そ
麦ば
）

で
し
た
が
、
小
麦
粉

を
つ
な
ぎ
と
す
る

「
二に

八は
ち

そ
ば
」
が
登

場
し
ま
す
。
十
割
そ

ば
に
比
べ
て
麺
が
切

れ
に
く
く
、
す
す
り

や
す
い
た
め
人
気
を

博
し
ま
す
。
と
こ
ろ

が
、
二
八
ぐ
ら
い
ま
で
な
ら
よ
か
っ
た

も
の
の
、
割
合
が
逆
転
し
て
い
く
と
そ

ば
の
風
味
が
損
な
わ
れ
、「
駄
そ
ば
」
な

ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
出
て
き
た
の
が

江
戸
末
期
か
ら
明
治
初
期
で
す
。

　

明
治
時
代
に
な
る
と
不
衛
生
と
い
う

「生蕎麦（きそば）」ののれん。右の
生は「純粋」の意味。真ん中は中国
史の「 楚 」を崩した変体がな。左は

「は」を表す「者」に濁点を振ったも
の。つなぎを用いない十割そばを供す
る高級店がのれんや看板に記すもの
だった 提供：ほしひかるさん

HOSHI Hikaru
1944年佐賀県生まれ。2003年、仲間とともに江戸ソバリエ認定事業実行委員会を立ち上
げる。出版活動や講演などを通じてそばの歴史や素材の知識などを伝える。令和5年度「食
生活文化賞」（食生活文化啓発部門）受賞。『新・みんなの蕎麦文化入門』など著書多数

インタビュー

ほしひかるさん

特定非営利活動法人 江戸ソバリエ協会 理事長　エッセイスト

各
地
の
そ
ば
を
取
材
し
て
い
る
と
、
東
京
を
中
心
と
す
る

「
江
戸
そ
ば
」
の
影
響
や
違
い
を
感
じ
た
。
日
本
の
そ
ば
を

語
る
に
は
「
江
戸
」
が
カ
ギ
と
な
る
。「
江
戸
ソ
バ
リ
エ
」
と
し

て
そ
ば
文
化
の
普
及
に
努
め
る
ほ
し
ひ
か
る
さ
ん
に
、
江
戸
の

そ
ば
が
与
え
た
影
響
や
明
治
期
以
降
の
変
遷
を
お
聞
き
し
た
。

そ
ば
文
化

江
戸
か
ら
各
地
に
広
ま
っ
た

【江戸そば文化】
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理
由
で
屋
台
が
禁
止
さ
れ
ま
す
。

同
時
期
に
登
場
し
た
の
が
機

械
打
ち
の
そ
ば
。
真
崎
照て
る

郷さ
と

が
製
麺
機
を
発
明
し
、

そ
ば
店
は
一
斉
に
手

打
ち
か
ら
機
械
打

ち
に
切
り
替
え

ま
し
た
。
身
近

で
手
軽
に
な

っ
て
い
た
そ
ば
は
、
機
械
打
ち
に
よ
っ

て
大
衆
化
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
そ

ば
の
み
な
ら
ず
、
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
や
丼

も
の
、
と
ん
か
つ
な
ど
も
提
供
す
る
よ

う
に
な
り
、
そ
ば
店
は
勤
め
人
た
ち
の

食
堂
的
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
状
況
を
「
蕎
麦
は

な
ぜ
昔
に
還
ら
ぬ
か
」
と
憂
え
る
人
が

い
ま
し
た
。『
蕎
麦
通
』
を
著
し
た
藪
や
ぶ
ち
ゅ
う忠

の
村
瀬
忠
太
郎
で
す
。
幕
末
に
生
ま
れ

た
村
瀬
は
手
打
ち
そ
ば
に
こ
だ
わ
り
、

昭
和
初
期
に
「
名
人
や
ぶ
忠
」
と
称
さ

れ
ま
す
。
村
瀬
の
も
と
で
一
時
期
修
業

し
た
の
が
一
茶
庵
の
創
業
者
で
１
９
７

２
年（
昭
和
47
）に
「
日
本
そ
ば
大
学
」
を

開
き
、
そ
ば
打
ち
指
導
に
貢
献
し
た
片

倉
康
雄
。
片
倉
の
指
導
を
受
け
た
一

人
に
達だ
る

磨ま

そ
ば
の
高
橋
邦
弘
が
い

ま
す
。
そ
の
高
橋
、さ
ら
に
「
竹

や
ぶ
」
の
阿
部
孝
雄
ら
が
「
ニ

ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
の
旗
手
」
と

呼
ば
れ
、
江
戸
そ
ば
の
老

舗
も
手
打
ち
に
切
り
替

え
ま
し
た
。
今
は
ニ

ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
の

子
ど
も
世
代
が

「
第
四
世
代
」

と
言
わ
れ
活
躍
し
て
い
ま
す
。
イ
タ
リ

ア
発
の
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
運
動
に
影
響
を

受
け
、
畑
で
ソ
バ
を
栽
培
し
、
そ
ば
以

外
の
料
理
に
も
こ
だ
わ
る
層
で
す
。

　

江
戸
そ
ば
は
、
生
蕎
麦
か
ら
二
八
そ

ば
へ
、
そ
し
て
機
械
打
ち
そ
ば
を
経
て
、

手
挽
き
・
手
打
ち
の
道
へ
回
帰
し
た
と

言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

水
と
粉
と
人
が
戯
れ
て

生
ま
れ
る
そ
ば

　

江
戸
か
ら
広
ま
っ
た
そ
ば
の
歴
史
を

駆
け
足
で
お
話
し
し
ま
し
た
が
、
難
し

い
こ
と
を
抜
き
に
し
て
そ
ば
は
楽
し
い

も
の
で
す
。
実
際
に
そ
ば
を
打
つ
「
手

学
」、
各
地
の
そ
ば
を
食
べ
歩
く
「
舌

学
」、
知
識
や
う
ん
ち
く
を
学
ん
で
自

分
な
り
に
考
え
る
「
脳
学
」
と
い
う
三

方
向
か
ら
、
楽
し
み
な
が
ら
そ
ば
に
ア

プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

江
戸
そ
ば
と
郷
土
そ
ば
を
比
較
す
る

楽
し
さ
も
あ
り
ま
す
。
郷
土
そ
ば
は

「
歴
史
遺
産
型
」
と
「
地
産
地
消
型
」

に
大
別
で
き
ま
す
。
例
え
ば
、
青
森
県

津
軽
地
方
の
「
津
軽
そ
ば
」
は
つ
な
ぎ

に
大
豆
を
用
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
津
軽

藩
が
参
勤
交
代
で
江
戸
か
ら
持
ち
帰
っ

た
名
残
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
江

戸
で
は
大
豆
を
す
り
つ
ぶ
し
た
呉ご

を
つ

な
ぎ
に
用
い
て
い
た
時
期
が
あ
り
、
そ

れ
が
津
軽
地
方
で
今
も
生
き
て
い
る
。

こ
れ
が
歴
史
遺
産
型
で
す
。

　

地
産
地
消
型
の
例
を
一
つ
挙
げ
る
と
、

オ
ヤ
マ
ボ
ク
チ
と
い
う
山
菜
を
つ
な
ぎ

に
用
い
た
長
野
県
北
信
地
方
の
「
ぼ
く

ち
そ
ば
」。
オ
ヤ
マ
ボ
ク
チ
に
は
風
味

が
な
い
の
で
、
そ
ば
本
来
の
味
を
邪
魔

せ
ず
、
そ
ば
も
切
れ
に
く
い
。
地
域
特

有
の
食
材
が
活
か
さ
れ
た
す
ば
ら
し
い

そ
ば
文
化
が
各
地
に
あ
る
の
で
す
。

　

そ
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、

そ
ば
は
水
が
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。
取
材
で
そ
ば
打
ち
を

体
験
さ
れ
た
そ
う
で
す
が
、
そ
ば
は
水

と
粉
と
人
が
戯
れ
て
生
ま
れ
る
も
の
で

す
。「
水
回
し
」
は
も
ち
ろ
ん
、
ゆ
で
る

と
き
は
鍋
を
コ
ン
ロ
の
中
央
か
ら
少
し

ず
ら
し
て
湯
を
対
流
さ
せ
、
そ
ば
を
回

ら
せ
ま
す
。
す
く
い
上
げ
た
そ
ば
を
洗

う
と
き
も
、
手
で
水
を
受
け
て
や
さ
し

く
か
け
る
「
つ
ら
水
」、
ざ
る
の
な
か

で
泳
が
せ
る
よ
う
に
す
る
「
洗
い
水
」、

最
後
は
化
粧
水
の
よ
う
に
水
を
さ
ら
す

「
さ
ら
し
水
」と
そ
れ
ぞ
れ
名
が
つ
い
て

い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
ば
と
水
の
深
い
関

係
が
表
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

日
本
に
は
資
源
が
な
い
と
よ
く
聞
き

ま
す
が
、
き
れ
い
な
水
が
た
く
さ
ん
あ

る
か
ら
こ
そ
、
そ
ば
と
い
う
食
文
化
が

脈
々
と
続
い
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
忘

れ
な
い
よ
う
に
し
た
い

も
の
で
す
。

（
２
０
２
４
年
１
月
５
日
取
材
）

1 静岡市出身で「静岡茶の祖」と呼ばれる円爾（聖一国師）が宋の国か
ら持ち帰った巻物「大宋諸山図」の巻末に描かれていた二階建ての水車
の図を元につくられた「水磨様」の木製模型 提供：静岡市 2 製麺機の
発明で知られる真崎照郷の記念碑。1883 年（明治 16）頃に製麺機と
製麺法を完成させ、機械製麺という新分野を開拓した 提供：ほしひかるさん

写真：岩手県葛巻町「森のそば屋」で粉 2kg のそばを延す女性の手。母親の打ち方を見て育ったという
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11 江戸から各地に広まったそば文化
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生
産
者
と
増
や
し
た

ソ
バ
の
作
付
面
積

「
越え

つ
ざ
ん
じ
ゃ
く
す
い

山
若
水
」
と
い
う
言
葉
を
ご
存
じ

だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
越
前
の
緑
豊
か
な

山
々
、
若
狭
の
清
ら
か
な
水
を
指
し
、

福
井
の
美
し
い
自
然
を
表
し
て
い
る
。

　

そ
の
福
井
に
あ
る
「
越
前
お
ろ
し
そ

ば
」
は
、
主
に
福
井
市
な
ど
南
越
前
町

以
北
の
嶺れ
い
ほ
く北

地
方
で
食
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
歴
史
は
古
く
、
４
０
０
年
ほ
ど
前

に
越
前
府
中
（
現
・
越
前
市
）
の
藩
主
・
本

多
富
正
が
収
穫
期
間
が
短
い
ソ
バ
を
合

戦
の
合
間
に
栽
培
さ
せ
て
兵ひ
ょ
う
ろ
う糧に

し
た

こ
と
が
始
ま
り
と
さ
れ
、
健
康
の
こ
と

も
意
識
し
て
大
根
お
ろ
し
と
一
緒
に
食

べ
る
そ
ば
を
考
案
し
た
と
い
う
説
が
有

皿
に
盛
り
つ
け
ら
れ
た
冷
た
い
そ
ば
に
、

大
根
お
ろ
し
と
つ
ゆ
を
か
け
、か
つ
お

ぶ
し
や
刻
み
ネ
ギ
を
散
ら
し
た「
越

前
お
ろ
し
そ
ば
」。近
年
、全
国
的
に

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
が
、実

は
定
ま
っ
た
型
は
な
い
。色
が
濃
く
て

太
い
、歯
応
え
を
楽
し
む
そ
ば
も
あ
れ

ば
、白
み
が
勝
り
細
く
し
な
や
か
で
の

ど
ご
し
の
よ
さ
を
楽
し
む
そ
ば
も
あ

る
。あ
ら
か
じ
め
つ
ゆ
を
か
け
る
店
も

あ
る
。ソ
バ
の
在
来
種
が
多
く
、「
越
前

お
ろ
し
そ
ば
」で
も
知
ら
れ
る
福
井

県
を
訪
ね
た
。

大根おろしとネギ、かつおぶしを用いる福井県の「越前おろしそば」　
撮影協力：株式会社たからや

【水を抜く】

水の文化 76号　特集　そばと水
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力
だ
。

そ
の
後
、
宿
場
町
や
港
町
を
中
心
に
、

越
前
の
国
全
体
へ
と
広
が
っ
て
い
っ
た
。

そ
し
て
、
ソ
バ
し
か
育
た
な
い
よ
う
な

や
せ
地
で
、
主
に
地
域
の
人
た
ち
が
自

分
で
育
て
て
、
打
っ
て
食
べ
る
た
め
に

栽
培
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
。

「
福
井
県
内
の
ソ
バ
の
作
付
面
積
は
約

３
５
０
０
ha
で

す
。
し
か
し
、

平
成
初
期
ま
で

は
５
０
０
ha
前

後
で
推
移
し
て

い
ま
し
た
」
と

言
う
の
は
、
福
井
県
農
林
水
産
部
福
井

米
戦
略
課
の
山
川
義
則
さ
ん
。
山
川
さ

ん
は
福
井
県
の
ソ
バ
の
生
産
振
興
や
販

売
促
進
を
行
な
っ
て
い
る
。

福
井
県
で
ソ
バ
の
作
付
面
積
が
こ
こ

ま
で
増
え
た
の
は
、「
２
年
３
作
体
系
」

と
い
う
輪
作
を
推
進
し
て
い
る
か
ら
だ
。

「
２
年
３
作
体
系
」
は
、
春
に
田
植
え

を
行
な
い
、
９
月
に
米
を
収
穫
し
た
ら
、

10
月
に
は
大
麦
の
種
を
播ま

き
、
翌
年
の

６
月
に
収
穫
。
そ
し
て
８
月
に
は
ソ
バ

を
播
き
、
11
月
に
収
穫
し
た
ら
、
翌
年

は
稲
作
に
戻
る
と
い
う
、
２
年
か
け
て

３
つ
の
作
物
を
同
じ
耕
地
（
田
ん
ぼ
）
で

育
て
る
も
の
。
限
ら
れ
た
面
積
の
耕
地

を
し
っ
か
り
利
用
す
る
政
策
で
あ
り
、

農
家
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
が
ら
、
食

糧
自
給
率
の
向
上
に
も
つ
な
が
る
。
国

も
注
視
し
て
い
る
よ
う
だ
。

■ ソバ産地（上位10道県）田畑別面積割合(令和2年）

上位10道県のうち、福井県は水田作付割合が最も高い。北陸地方は重粘土
壌の水田が中心でもともと畑地が少ないこと、ソバが米の転作作物として水
田で推進されたことなどが考えられる 出典：福井県農林水産部福井米戦略課
『「ふくいそば」の話をしよう。』(令和4年3月発行）

■ 福井県のソバ栽培地域

0 50 100

北海道
青森県
岩手県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
長野県
福井県

（%）

■水田 ■畑地

※嶺北地域を中心に県内全域で栽培 
出典：福井県農林水産部福井米戦略課
『「ふくいそば」の話をしよう。』(令和4年3月）

嶺北

嶺南

あわら市

坂井市

永平寺町 勝山市

福井市

福井駅

大野市

越前町 鯖江市

越前市
池田町

南越前町

敦賀市
美浜町

若狭町

小浜市
高浜町

おおい町

金津

丸岡
勝山

大野美山

池田

今庄

名田庄

福井

武生

昔からのソバ産地

近年作付が伸びた
エリア（平野部）

「
越
前
お
ろ
し
そ
ば
」を
支
え
る

「
水
を
抜
く
」工
夫

田んぼから水を抜く
工夫について語る福
井県農林水産部福
井米戦略課の山川
義則さん

「越前おろしそば」を支える「水を抜く」工夫
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水
を
嫌
う
ソ
バ
の
た
め
に

田
ん
ぼ
の
水
を
抜
く

福
井
県
は
田
ん
ぼ
を
活
用
し
て
ソ
バ

の
栽
培
を
推
進
し
て
い
る
も
の
の
、
ソ

バ
は
水
に
弱
く
、

排
水
性
の
悪
い

田
ん
ぼ
で
の
栽

培
は
収
量
が
安

定
し
な
い
。
大

雨
や
台
風
の
影

響
も
受
け
や
す

く
、
年
に
よ
っ

て
は
播
い
た
ソ

バ
の
種
と
同
程

度
し
か
収
穫
で

き
な
い
こ
と
も

あ
る
。

水
を
好
む
稲

と
、
水
を
嫌
う

ソ
バ
や
大
麦
。

水
の
好
み
に
関

し
て
は
正
反
対

の
植
物
を
同
じ

田
ん
ぼ
で
育
て

る
た
め
に
は

「
水
を
抜
く
」

こ
と
が
ポ
イ
ン

ト
と
な
る
。

コ
ン
バ
イ
ン
な
ど
重
た
い
農
機
具
が

田
ん
ぼ
に
入
る
と
地
中
に
固
い
地
盤
が

で
き
る
。
そ
れ
を
水
が
垂
直
に
染
み
込

み
や
す
く
な
る
よ
う
に
地
盤
を
壊
す

「
垂
直
排
水
」、
そ
し
て
畑
の
表
面
に
溜

ま
っ
た
水
を
外
に
流
し
て
い
く
「
表
面

排
水
」
と
い
う
２
つ
の
排
水
を
き
っ
ち

り
行
な
う
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
そ
こ

で
福
井
県
は
Ｊ
Ａ
福
井
県
、
Ｊ
Ａ
越
前

た
け
ふ
（
以
下
、
Ｊ
Ａ
）
と
一
緒
に
、
農
家

に
「
水
を
抜
く
」
た
め
の
指
導
を
行
な

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
播は

種し
ゅ

直
後
の
強

い
雨
は
大
敵
な
の
で
、
通
常
よ
り
高
い

位
置
に
種
を
播
き
、
湿
害
を
回
避
・
軽

減
す
る
「
小こ

畦う
ね

立
て
播
種
」
と
い
う
技

術
も
福
井
県
農
業
試
験
場
が
開
発
し
た
。

せ
っ
か
く
排
水
し
た
田
ん
ぼ
も
、
ソ

バ
を
収
穫
し
た
翌
年
に
は
、
ま
た
水
田

に
戻
さ
れ
る
。
少
し
も
っ
た
い
な
い
気

も
す
る
が
、
間
に
水
稲
を
挟
む
と
土
は

水
で
洗
わ
れ
、
連
作
す
る
と
収
量
性
が

悪
く
な
る
畑
作
物
の
生
産
性
が
復
活
す

る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
そ
う
だ
。

「
そ
ば
の
聖
地
」目
指
し

県
を
あ
げ
て
取
り
組
む

１
９
９
６
年
（
平
成
８
）、
県
や
市
町
、

Ｊ
Ａ
、
麺
類
業
生
活
衛
生
同
業
組
合
、

そ
ば
製
粉
連
絡
協
議
会
が
参
加
し
て

「
福
井
そ
ば
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
推
進
実
行

委
員
会
」
を
立
ち
上
げ
、
協
働
し
て
そ

ば
の
魅
力
を
発
信
し
て
い
く
活
動
を
始

め
た
。
そ
こ
で
前
面
に
打
ち
出
し
た
の

が
、
全
国
的
に
も
珍
し
い
、
大
根
お
ろ

し
を
た
っ
ぷ
り
用
い
る
「
越
前
お
ろ
し

そ
ば
」。
し
か
し
、
越
前
お
ろ
し
そ
ば

は
店
に
よ
っ
て
ス
タ

イ
ル
が
さ
ま
ざ
ま
な

た
め
、
福
井
の
そ
ば

全
体
と
し
て
魅
力
が

伝
わ
り
に
く
い
こ
と

が
課
題
だ
っ
た
。

福
井
県
で
は
、
改

め
て
福
井
の
そ
ば
の

魅
力
を
見
直
し
、
栽

培
さ
れ
て
い
る
ソ
バ

が
「
在
来
種
」
で
あ

る
こ
と
に
着
目
。
夏

ソ
バ
を
除
き
、
県
内

で
栽
培
し
て
い
る
ソ

バ
は
品
種
改
良
し
て

い
な
い
在
来
種
だ
け

で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
在
来
種
の
そ
ば

は
香
り
が
い
い
こ
と
か
ら
、「
香こ
う
ふ
く福

の
極

み 

越
前
蕎
麦
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
コ

ピ
ー
を
つ
く
っ
た
。
２
０
２
４
年
（
令

和
６
）
３
月
の
北
陸
新
幹
線
開
業
を
目

が
け
、
福
井
県
産
そ
ば
を
使
用
す
る
新

た
な
認
証
店
の
募
集
を
開
始
し
た
。

福
井
県
食
品
加
工
研
究
所
に
保
管
さ

れ
て
い
る
在
来
種
は
22
系
統
。
現
在
栽

培
さ
れ
て
い
る
主
な
も
の
は
「
大
野
在

来
」「
丸
岡
在
来
」
な
ど
だ
。

「
在
来
種
を
守
る
た
め
の
サ
ポ
ー
ト
は

特
に
し
て
い
ま
せ
ん
。
福
井
の
そ
ば
が

お
い
し
い
の
は
在
来
種
だ
か
ら
だ
と
い

う
こ
と
を
皆
さ
ん
が
知
っ
て
い
て
、
プ

ラ
イ
ド
を
も
っ
て
栽
培
し
て
い
る
か
ら

で
す
。
田
ん
ぼ
で
ソ
バ
を
育
て
る
の
は

■ 慣行農法と小畦立て播種技術の略図（横から見たところ）

出典：福井県農林水産部福井米戦略課『「ふくいそば」の話をしよう。』(令和4年3月）

うねこ は しゅ

地表面
種子の位置

種子の位置

小畦立て播種従来（慣行農法）

切土で盛土されて畦が立ち、溝ができる

種子は地表面の上にあるため、
湿害を受けにくい

種子は地表面よりも下なので
湿害を受けやすい

表面は鎮圧で凹み、水が溜まりやすい

10㎝

小畦立て播種技術を用いた
ソバ畑（1）。慣行農法による
ソバ畑（2）に比べると、生育
のよさがわかる 
3従来の播種機に装着して
使う「小畦立て播種装置」

1～3 提供：福井県農林
水産部福井米戦略課

1

2

3

水の文化 76号　特集　そばと水
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生
産
性
が
あ
ま
り
よ
く
な
い
の
で
、
値

段
の
高
い
種
子
を
買
う
の
で
は
な
く
自

家
採
種
し
た
方
が
経
済
的
と
い
う
考
え

も
あ
り
ま
す
」

こ
れ
ま
で
「
越
前
お
ろ
し
そ
ば
」
を

通
じ
て
福
井
県
を
発
信
し
よ
う
と
行
な

っ
て
き
た
「
福
井
そ
ば
ま
つ
り
」
を
、

２
０
２
３
年
（
令
和
5
）
か
ら
は
全
国
の

そ
ば
を
食
べ
比
べ
ら
れ
る
「
福
井
そ
ば

博
」
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
。
同
時
に
開
催

す
る
「
全
日
本
素
人
そ
ば
打
ち
名
人
大

会
」
は
28
回
を
数
え
、
全
国
の
ア
マ
チ

ュ
ア
そ
ば
打
ち
愛
好
家
の
な
か
で
最
も

権
威
あ
る
大
会
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。

若
者
た
ち
が
あ
こ
が
れ
る

そ
ば
業
界
に
す
る
た
め

県
内
の
そ
ば
店
が
加
盟
す

る
福
井
県
麺
類
業
生
活
衛
生
同

業
組
合
の
理
事
長
を
務
め
る

宝ほ
う
や
ま山
栄
一
さ
ん
を
訪
ね
た
。
福
井
そ

ば
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
推
進
実
行
委
員
会
会

長
で
も
あ
り
、
福
井
市
内
で
そ
ば
店
を

営
む
宝
山
さ
ん
に
、
福
井
の
そ
ば
の
特

徴
を
聞
い
た
。

「
在
来
種
と
い
う
原
材
料
と
お
ろ
し
そ

ば
が
福
井
の
特
徴
で
す
。
お
ろ
し
そ
ば

は
い
ろ
い
ろ
な
食
べ
方
が
あ
っ
て
、
う

ち
の
場
合
は
お
出
汁
と
一
緒
に
大
根
お

ろ
し
を
混
ぜ
て
い
ま
す
が
、
店
に
よ
っ

て
は
大
根
お
ろ
し
を
薬
味
の
よ
う
に
上

に
載
せ
て
い
る
と
こ
ろ
や
、
大
根
お
ろ

し
の
し
ぼ
り
汁
で
出
汁
を
割
っ
て
い
る

店
も
あ
り
ま
す
。
お
ろ
し
そ
ば
は
ソ
ー

ス
カ
ツ
丼
と
と
も
に
、
福
井
の
ソ
ウ
ル

フ
ー
ド
な
ん
で
す
」

宝
山
さ
ん
は
、
そ
ば
店
を
若
者
た
ち

が
憧
れ
る
業
界
に
し
た
い
と
考
え
、
市

内
の
啓け
い
し
ん新
高
等
学
校
で
９
年
前
か
ら
そ

ば
打
ち
指
導
を
始
め
た
。
そ
し
て
２
０

２
３
年
８
月
、「
全
国
高
校
生
そ
ば
打
ち

選
手
権
大
会
」
の
優
勝
を
勝
ち
取
っ
た
。

す
で
に
教
え
子
の
６
人
が
そ
ば
の
業
界

で
働
い
て
い
る
そ
う
で
、「
若
い
子
た
ち

が
こ
の
業
界
に
憧
れ
て
入
っ
て
き
て
く

れ
る
。
こ
ん
な
に
う
れ
し
い
こ
と
は
な

い
で
す
よ
」
と
ほ
ほ
え
む
。

　

福
井
駅
前
に
、
在
来
種
を

用
い
た
福
井
の
そ
ば
店
が
並

ぶ
「
そ
ば
店
街
」
を
つ
く

り
た
い
と
い
う
夢
も
あ
る
。

「
福
井
っ
て
若
い
店
主
の
そ

ば
屋
が
多
く
て
元
気
が
あ
る

ね
っ
て
、
思
っ
て
も
ら
え
る
よ
う

な
と
こ
ろ
に
し
た
い
で
す
」
と
宝
山
さ

ん
は
語
る
。

古
く
か
ら
米
づ
く
り
が
盛
ん
な
福
井

で
は
今
、
田
ん
ぼ
の
水
を
調
整
し
な
が

ら
ソ
バ
を
育
て
、
清
ら
か
な
水
で
そ
ば

を
打
つ
。「
そ
ば
を
打
つ
時
、
半
分
は
水

で
す
。
出
汁
を
つ
く
る
の
も
、
そ
ば
を

ゆ
で
る
の
も
水
。
水
が
い
い
こ
と
は
と

て
も
大
事
な
要
素
な
の
で
す
」
と
言
う

宝
山
さ
ん
の
言
葉
が
心
に
残
っ
た
。

（
２
０
２
３
年
12
月
22
日
取
材
）

4

福井県麺類業生活衛
生同業組合の理事長、
宝山栄一さん。そば店

「たからや」を営む

毎年福井県で開催される「全日本素人そば打ち名
人大会」。各地の予選を勝ち抜いた人が集まって腕
を競う。優勝すると「そば打ち名人」に認定される

毎年8月に東京で開かれる「全国高校生そば打ち
選手権大会」。2023年は福井市の啓新高等学校
が優勝した

提供：福井県農林水産部福井米戦略課

4福井県は県産そばを使
用しているそば店などを

「香福の極み 越前蕎麦」
認証店としていく

そばに大根おろしとネギ、かつおぶし
を載せ、その上からそばつゆをかける

あらかじめ大根おろしをそばつゆに
混ぜ、ネギをかつおぶしを載せたそば
にかける

大根おろしの搾り汁をあらかじめそば
つゆと混ぜ、ネギとかつおぶしを載せ
たそばにかける

越前おろしそばに使われることが多い
「辛味大根」。ただし青首大根を使っ
てもよく、種類は問わない

■「越前おろしそば」3つのバリエーション
提供：福井県農林水産部福井米戦略課

【水を抜く】
「越前おろしそば」を支える「水を抜く」工夫
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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】
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伊吹山

大台ヶ原山
八剣山

宮川

揖斐川

熊野川

紀ノ川
吉野川

那賀川

由良川

琵琶湖

加古川
揖保川

淡路島

三宅島

富士山

八ヶ岳 甲武信岳

北岳

赤石岳
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大井川

相模川

利根川
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富士川
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白馬岳
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神通川

黒部川庄川
谷川岳

妙高山

只見川
猪苗代湖

久慈川

那珂川
鬼怒川

北浦

蔵王山

飯豊山
吾妻山

磐梯山

朝日岳

佐渡島

信濃川
阿賀野川

阿武隈川

天竜川

矢作川

木曽川長良川

伊豆諸島

九頭竜川

氷ノ山

木曽駒ヶ岳

紀伊半島

御前崎伊良湖岬

大王崎

潮岬

伊勢湾
三河湾
渥美半島

志摩半島

丹後半島

知多半島

能登半島

禄剛崎

越前岬

経ヶ岬

大阪湾

紀伊水道

鳴門海峡

明石海峡

若狭湾

富山湾

瀬戸内海

弾崎

浜名湖

日ノ御埼

筑波山

駿河湾

太平洋

日本海

いばらき蕎麦の会
金砂交流館

津

大津
京都

大阪
神戸

和歌山

徳島

奈良

浦和

東京
千葉

横浜

甲府

静岡

長野富山

金沢
前橋

水戸

宇都宮

福島

山形
仙台

新潟

名古屋

岐阜

福井

いばらき蕎麦の会
金砂交流館

そばを切った後に粉を払う。あとはたっぷりの湯でサッとゆでていただくだけだ

製
麺
機
な
ど
を
使
わ
ず
、
木
鉢
や
延
し
棒
な
ど
の
道
具
を
使
い
、

自
分
の
手
で
こ
ね
て
、
延
ば
し
て
、
包
丁
で
切
る
「
手
打
ち
そ
ば
」。

そ
も
そ
も
江
戸
で
そ
ば
切
り
が
流は

行や

り
、
ま
だ
機
械
が
な
か
っ
た

時
代
か
ら
あ
っ
た
。「
水
回
し
」
な
ど
の
技
が
必
要
な
手
打
ち
そ
ば

は
、
そ
ば
と
水
の
関
係
を
体
験
す
る
の
に
う
っ
て
つ
け
。
い
ば
ら
き

蕎
麦
の
会
の
協
力
の
も
と
、
編
集
部
が
そ
ば
打
ち
を
体
験
し
た
。

水
の
大
切
さ
を
知
っ
た

「
そ
ば
打
ち
講
習
会
」（
編
集
部
体
験
）

【水で打つ】
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生
ま
れ
て
初
め
て
の

「
そ
ば
打
ち
」に
挑
戦

　

そ
ば
職
人
や
そ
ば
通
か
ら
高
く
評
価

さ
れ
て
い
る
茨
城
県
の
ブ
ラ
ン
ド
品
種

「
常ひ
た
ち陸

秋
そ
ば
」。
実
が
大
き
く
、
粒
ぞ

ろ
い
が
よ
い
う
え
に
、
香
り
と
味
わ
い

が
豊
か
な
の
が
特
長
だ
。

　

そ
ん
な
常
陸
秋
そ
ば
を
実
際
に
打
っ

て
持
ち
帰
れ
る
そ
ば
打
ち
体
験
が
あ
る
。

そ
ば
愛
好
者
の
団
体
「
い
ば
ら
き
蕎
麦

の
会
」
が
定
期
的
に
開
催
し
て
い
る

「
そ
ば
打
ち
講
習
会
」
だ
。
今
回
は
編

集
部
の
そ
ば
打
ち
未
経
験
者
２
名
が
、

講
習
会
に
参
加
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。

　

そ
ば
打
ち
講
習
会
で
は
、
ま
ず
講
師

に
よ
る
模
範
演
技
が
行
な
わ
れ
る
。
い

ば
ら
き
蕎
麦
の
会
事
務
局
次
長
の
仲
山

徹
さ
ん
、
同
事
務
局
の
掛か
け

札ふ
だ

久
美
子
さ

ん
を
は
じ
め
４
名
が
２
組
に
分
か
れ
て

実
演
を
開
始
。
大
ま
か
な
流
れ
は
、
篩
ふ
る
い

通
し
→
粉
を
混
ぜ
る
→
加
水
（
水
回
し
）

→
練
り
→
地
延
し
→
丸
出
し
→
角
出
し

→
肉
分
け
→
本
延
し
→
た
た
み
→
切
り

と
な
る
。

　

手
本
を
見
せ
る
だ
け
で
な
く
、
各
工

程
の
意
味
や
注
意
点
、
作
業
す
る
と
き

の
コ
ツ
と
い
っ
た
解
説
が
丁
寧
な
の
で
、

情
報
量
は
と
て
も
多
い
。
そ
れ
ゆ
え
参

加
者
の
な
か
に
は
、
メ
モ
を
と
る
ほ
か

動
画
を
撮
影
す
る
人
の
姿
も
あ
っ
た
。

仕
上
が
り
を
左
右
す
る

「
水
回
し
」に
苦
戦

　

実
演
後
、
そ
ば
打
ち
体
験
が
ス
タ
ー

ト
。
編
集
部
が
挑
戦
し
た
の
は
、
そ
ば

粉
５
０
０
ｇ
＋
小
麦
粉
２
０
０
ｇ
の
計

７
０
０
ｇ
。
い
わ
ゆ
る
「
二
八
そ
ば
」

①	篩（ふるい）通し
	 そば粉の半分を篩に
かけ、つなぎの小麦粉、
最後に残りのそば粉
の順に木鉢に入れて
混ぜる

②	加水
	 用意した約350mlの
水の7割程度を注ぐ

③	水回し1
	 手を熊手のような形に
して粉全体をかき混ぜ
ていく

④	水回し2
	 パン粉状になったら2
回目の加水。残りの約
1/2の水を注いで混
ぜる

⑤	水回し3
	 粉の粘り気を見ながら
3回目の加水で微調整

⑥	練り
	 外側から折りたたむよ
うに練る（粗練り）
⑦	菊練り
	 生地がしっとりしてきた
ら仕上げの菊練り。さ
らに生地を円錐形に
成形し、押し潰す

⑧	地延し
	 生地を手のひらで押し
込み、厚さが均等な、き
れいな円形にする

⑨	丸出し
	 直径が約25cmになっ
たら、延し棒を使って円
を大きく、薄くしていく
⑩	角出し
	 打ち粉を振った生地を
棒に巻き込み、手のひ
らで押さえながら転がす
と楕円形になる。これを
四方向へ行なうと、生
地が四角形に近づく

⑪	肉分け
	 生地の厚さを整える。
厚みを均一にして幅が
約70cmになったら本
延しへ

⑫	本延し
	 生地の手前半分を棒
で巻き、上半分を約
2mmの厚さに延す。
済んだら生地の向きを
180度変え、反対側も
同様に延す

⑬	たたみ
	 生地を半分広げて打
ち粉を振り、その上へ
残りの生地を重ねる。
さらに打ち粉を振って、
手前から奥へ向かって
折りたたむ

⑭	切り
	 八つ折りにしたら、切り
に移る。切り幅の目安
は約2mm。30本ほ
ど切ったら1束にして
打ち粉を払いトレーへ
移す

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

二八そばの打ち方（簡易版）　［そば粉500g＋小麦粉200g＝700g］
※わかりやすくするために簡易的に説明。実際にはもっと多くの手順を踏む

21 水の大切さを知った「そば打ち講習会」



数多くの工程を経てソバはそば粉となる
（時期は在来種「常陸秋そば」の場合）
※玄ソバからの保存状態が味と香りを左右する

種蒔き‒8月のお盆前後に種を蒔く

中耕‒種蒔きから約21日後

刈り取り‒種蒔きから約70日後

天日熟成‒畑で約10日間

脱穀‒

選別‒全体工程
約80日間

天日乾燥‒16％程度

石抜き‒小石の除去

磨き‒表面の泥除去

粒ぞろえ‒0.2mmごと

脱皮‒外皮を除去

石臼挽‒挽き方で味が変わる

そば粉

だ
。
ま
ず
篩
通
し
で
は
、
そ
ば
粉
の
半

分
を
篩
に
か
け
て
か
ら
、
小
麦
粉
、
残

り
の
そ
ば
粉
の
順
に
木
鉢
へ
。
こ
う
す

る
と
、
そ
ば
粉
と
小
麦
粉
が
混
ざ
り
や

す
く
な
る
と
い
う
。

　

粉
を
混
ぜ
た
ら
、
約
３
５
０
ml
の
水

を
３
回
に
分
け
て
注
ぎ
、
粉
に
ま
ん
べ

ん
な
く
水
を
浸
透
さ
せ
て
い
く
「
水
回

し
」
に
移
る
。
１
回
目
は
水
の
７
割
程

度
を
入
れ
、
粉
全
体
を
か
き
混
ぜ
て
い

く
。
粉
を
あ
お
る
よ
う
に
上
下
を
入
れ

替
え
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。

　

パ
ン
粉
状
に
な
っ
て
き
た
ら
２
回
目

の
加
水
。
残
り
の
水
の
半
分
ほ
ど
を
注

い
で
か
き
混
ぜ
、
大
き
な
粉
の
粒
を
細

か
く
バ
ラ
す
。
指
先
に
力
を
入
れ
、
手

を
熊
手
の
よ
う
に
し
、
指
の
間
で
粉
を

転
が
す
イ
メ
ー
ジ
だ
。
そ
し
て
粉
の
粘

り
気
を
見
な
が
ら
３
回
目
の
加
水
で
水

加
減
を
調
整
し
つ
つ
、
小
さ
な
粒
を
大

き
め
の
粒
に
し
て
い
く
。

　

実
際
に
水
回
し
を
や
っ
て
み
る
と
、

そ
ば
粉
の
い
い
香
り
が
漂
っ
て
く
る
が
、

の
ん
び
り
し
て
は
い
ら
れ
な
い
。
粉
の

表
面
が
乾
か
な
い
よ
う
に
、
で
き
る
だ

け
短
時
間
で
行
な
う
の
が
ベ
ス
ト
だ
か

ら
だ
。
し
か
し
ダ
マ
に
な
っ
て
ば
か
り

で
、
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
い
。

　

そ
れ
も
そ
の
は
ず
。
水
回
し
や
練
り

な
ど
木
鉢
で
行
な
う
作
業
は
「
包
丁
三

日
、
延
し
三
月
、
木
鉢
三
年
」
と
言
わ

れ
る
ほ
ど
難
し
く
、
奥
が
深
い
。
そ
ば

の
仕
上
が
り
を
左
右
す
る
重
要
な
工
程

で
も
あ
る
。
粉
全
体
に
水
が
行
き
渡
っ

て
い
な
い
と
、
そ
ば
を
打
っ
た
と
き
に

粉
っ
ぽ
く
な
り
、
水
が
多
す
ぎ
る
と
水

っ
ぽ
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ゆ
え
に
加
水

量
の
見
極
め
が
大
切
だ
。

　

で
は
、
そ
ば
の
水
分
量
は
ど
れ
く
ら

い
が
最
適
な
の
か
。
仲
山
さ
ん
に
よ
る

と
、
そ
ば
の
加
水
率
は
約
45
％
が
よ
い

と
い
う
。
そ
ば
を
１
０
０
ｇ
打
ち
た
い

と
き
は
粉
55
ｇ
に
対
し
て
水
45
ｇ
。
打

ち
終
え
た
生
そ
ば
１
０
０
ｇ
は
ゆ
で
る

と
約
１
５
０
ｇ
に
な
る
。
つ
ま
り
粉
は

55
ｇ
で
、
水
は
45
ｇ
＋
50
ｇ
＝
95
ｇ
と

な
り
、
ゆ
で
そ
ば
の
63
・
３
％
が
水
分

だ
。
そ
ば
に
は
思
い
の
ほ
か
多
く
の
水

が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。

　

そ
の
後
も
実
演
を
思
い
出
し
な
が
ら

各
工
程
に
ト
ラ
イ
。
約
１
時
間
30
分
の

そ
ば
打
ち
体
験
は
、
あ
っ
と
い
う
間
に

終
了
し
た
。
水
回
し
を
筆
頭
に
、
要
所

要
所
で
講
師
に
助
け
て
も
ら
っ
た
も
の

の
、
自
分
で
そ
ば
を
打
て
た
と
い
う
達

成
感
は
大
き
い
。
そ
ば
打
ち
の
お
も
し

ろ
さ
や
奥
深
さ
を
体
感
で
き
た
。

常
陸
秋
そ
ば
を
守
り

県
内
外
へ
宣
伝

　

と
こ
ろ
で
、
い
ば
ら
き
蕎
麦
の
会
と

は
ど
ん
な
組
織
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
常
陸
秋
そ
ば
の
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
と
し

て
１
９
９
９
年
（
平
成
11
）
に
立
ち
上
げ

ら
れ
た
の
が
、
い
ば
ら
き
蕎
麦
の
会
で

す
」
と
掛
札
さ
ん
は
言
う
。
ま
た
発
足

の
背
景
に
は
、
常
陸
秋
そ
ば
を
軸
と
し

た
地
域
活
性
化
の
意
味
合
い
も
あ
っ
た
。

　

常
陸
秋
そ
ば
は
１
９
７
８
年（
昭
和
53
）、

選
抜
育
成
法
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
。
そ

の
ル
ー
ツ
は
金か
な

砂さ

郷ご
う

村
（
現
・
常
陸
太
田
市
）

赤あ
か

土つ
ち

地
区
の
在
来
種
。
今
は
県
も
常
陸

秋
そ
ば
の
原
原
種
（
種
そ
ば
）
を
守
っ
て

い
る
。

「
私
た
ち
が
畑
を
借
り
て
い
る
赤
土
地

区
で
は
交
雑
を
防
ぐ
た
め
、
半
径
２
ｋｍ

以
内
の
畑
は
常
陸
秋
そ
ば
の
原
原
種
し

か
植
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
ほ
か
に
も
農
家

に
原
原
種
を
栽
培
し
て
も
ら
っ
て
、
採

1いばらき蕎麦の会	事務局次長の仲山徹さん。2018年の「第23回全日本素人そば打ち名人大会」優勝者（第23代名人）	 2いばらき蕎麦の会	事務局の掛札久
美子さん。2023年の「第28回全日本素人そば打ち名人大会」優勝者（第28代名人）	 3 常陸秋そば発祥の地とされる赤土地区。今も原原種が大事に育てられている

いばらき蕎麦の会が活動拠
点としている「金砂交流館」

ソバがそば粉になるまで　資料提供：いばらき蕎麦の会

123
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れ
た
も
の
を
原
種
と
し
て
農
協
に
納
め

て
も
ら
い
、
そ
の
種
を
一
般
の
人
に
販

売
し
て
、
そ
ば
を
つ
く
っ
て
も
ら
い
ま

す
。
そ
う
い
う
取
り
組
み
を
毎
年
続
け

て
い
る
の
で
、
常
陸
秋
そ
ば
は
廃す
た

ら
な

い
ん
で
す
」
と
仲
山
さ
ん
は
語
る
。

　

常
陸
秋
そ
ば
を
県
内
外
へ
向
け
て
Ｐ

Ｒ
す
る
こ
と
も
、
会
の
役
割
の
一
つ
。

手
打
ち
そ
ば
の
食
べ
比
べ
が
で
き
る

「
常
陸
秋
そ
ば
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
や
、

会
で
栽
培
し
た
新
そ
ば
を
提
供
す
る

「
収
穫
祭
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ

ン
ト
を
立
ち
上
げ
て
き
た
。
常
陸
秋
そ

ば
を
守
り
、
宣
伝
す
る
こ
と
が
地
域
お

こ
し
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

「
そ
ば
打
ち
」が
秘
め
る

不
思
議
な
魅
力

　

会
の
活
動
に
は
、
そ
ば
文
化
の
発
展

に
寄
与
す
る
も
の
も
多
い
。
そ
の
一
つ

に
、
茨
城
県
立
太
田
西
山
高
等
学
校
の

生
徒
に
対
す
る
そ
ば
打
ち
技
術
指
導
が

あ
る
。
同
校
は
２
０
２
２
年
度
か
ら

「
全
国
高
校
生
そ
ば
打
ち
選
手
権
大
会
」

（
そ
ば
打
ち
甲
子
園
）
に
出
場
。
２
０
２
３

年
度
は
敢
闘
賞
に
輝
い
た
。「
次
は
ベ
ス

ト
３
に
入
れ
る
よ
う
に
、
と
い
う
つ
も

り
で
教
え
て
い
ま
す
」
と
、
仲
山
さ
ん

は
期
待
を
寄
せ
る
。

　

日
々
そ
ば
打
ち
の
技
術
を
磨
き
、
知

識
を
深
め
て
い
る
の
は
会
員
も
同
じ
。

そ
の
最
た
る
も
の
が
１
泊
２
日
の
「
そ

ば
打
ち
強
化
合
宿
」。
講
師
を
招
い
て

実
演
・
指
導
を
行
な
い
、
福
島
県
檜ひ
の

枝え

岐ま
た

村
の
裁た

ち
そ
ば
な
ど
、
県
外
の
そ
ば

文
化
も
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
。
し
か

し
仲
山
さ
ん
は
「
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
つ
ま

ら
な
い
」
と
、
合
宿
の
テ
ー
マ
を
さ
ら

に
広
げ
て
い
っ
た
。

「
小
麦
粉
に
含
ま
れ
る
グ
ル
テ
ン
を
研

究
し
た
り
、
う
ど
ん
打
ち
を
や
っ
た
り
、

テ
ー
マ
は
幅
広
い
で
す
。
今
は
江
戸
流

の
そ
ば
打
ち
だ
け
を
や
っ
て
い
る
人
が

ほ
と
ん
ど
で
す
が
、
も
っ
と
視
野
を
広

げ
た
方
が
楽
し
い
と
思
う
ん
で
す
よ
」

と
仲
山
さ
ん
は
語
る
。

　

茨
城
県
内
外
に
約
２
５
０
名
い
る
会

員
の
な
か
に
は
、
趣
味
で
そ
ば
打
ち
を

す
る
人
以
外
に
プ
ロ
を
目
指
す
人
も
い

る
。「
全
日
本
素
人
そ
ば
打
ち
名
人
大

会
」
で
と
も
に
「
名
人
」
と
認
定
さ
れ

た
仲
山
さ
ん
と
掛
札
さ
ん
。
そ
ば
打
ち

を
始
め
た
き
っ
か
け
は
何
だ
っ
た
の
か
。

「
自
分
で
打
っ
た
そ
ば
で
年
を
越
せ
た

ら
い
い
な
、
そ
れ
だ
け
で
す
ね
」
と
仲

山
さ
ん
は
言
う
。「
じ
ゃ
あ
ち
ょ
っ
と
や

っ
て
み
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
仲
間
と

福
島
県
会
津
若
松
市
の
桐
屋
さ
ん
に
通

う
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
よ
」。
ち
な

み
に
桐
屋
・
権
現
亭
の
店
主
・
唐
橋
宏

さ
ん
は
、
い
ば
ら
き
蕎
麦
の
会
の
顧
問

で
も
あ
る
。

　

掛
札
さ
ん
は
、
意
外
に
も
同
会
事
務

局
の
パ
ー
ト
職
員
と
な
る
ま
で
興
味
が

な
か
っ
た
そ
う
だ
。「
で
も
皆
さ
ん
が
そ

ば
を
打
つ
姿
を
見
て
い
た
ら
カ
ッ
コ
い

い
な
っ
て
思
い
は
じ
め
て
。
試
し
に
一

度
打
っ
た
ら
ハ
マ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
」

　

掛
札
さ
ん
の
言
う
通
り
、
そ
ば
打
ち

に
は
実
際
に
や
ら
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な

い
魅
力
が
あ
る
。
取
材
日
の
夜
、
講
習

会
で
自
分
が
打
っ
た
そ
ば
を
食
べ
た
。

切
り
幅
が
バ
ラ
バ
ラ
な
の
は
ご
愛
嬌
だ

が
、
仲
山
さ
ん
に
教
わ
っ
た
「
熱
湯
で

60
秒
か
ら
65
秒
」
で
さ
っ
と
ゆ
で
て
水

で
締
め
た
そ
ば
の
味
は
格
別
だ
っ
た
。

今
度
や
っ
た
ら
も
っ
と
う
ま
く
で
き
る

は
ず
、
と
妄
想
し
て
い
る
。

（
２
０
２
３
年
12
月
16
日
取
材
）

4 いばらき蕎麦の会は在来種「常陸秋そば」の栽培にも取り組んでいる	 5 新そばの時期に行なっている「収穫祭	in	いばらき蕎麦の会」。裾野を広げる活動だ	
6 いばらき蕎麦の会が実施する1泊2日の「そば打ち強化合宿」（写真はアートそば打ち）。時にはそば以外のテーマも扱う	 4 5 6 提供：いばらき蕎麦の会

真剣な面持ちでそばを打つ講習会
の参加者たち。茨城県内だけでな
く、埼玉県や千葉県からも訪れる

456

【水で打つ】

23 水の大切さを知った「そば打ち講習会」
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「
汐
干
狩
り
」に
も

出
て
い
た
そ
ば
の
屋
台

「
そ
ば
切
り
」
と
い
う
言
葉
が
文
献
に

登
場
す
る
の
は
戦
国
時
代
で
す
。
江
戸

時
代
、
江
戸
の
町
に
は
、
う
ど
ん
・
そ

ば
を
出
す
専
門
店
が
で
き
て
、
お
そ
ら

く
18
世
紀
初
頭
ま
で
に
は
、
庶
民
が
気

軽
に
食
べ
る
料
理
と
し
て
、
屋
台
の
そ

ば
も
定
着
し
て
い
た
で
し
ょ
う
。
18
世

紀
後
半
に
な
る
と
、
武
家
や
裕
福
な
商

家
な
ど
の
上
流
階
級
が
通
う
高
級
な
そ

ば
屋
も
現
れ
ま
し
た
。

幕
末
の
江
戸
に
は
７
０
０
軒
く
ら
い

の
そ
ば
屋
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
に
加
え
、
店
舗
が
閉
ま
る
夜

の
時
刻
に
営
業
す
る
「
夜よ

鷹た
か

そ
ば
」
と

呼
ば
れ
た
屋
台
も
多
く
出
て
い
た
は
ず

で
す
。
江
戸
の
庶
民
か
ら
広
く
愛
さ
れ

た
食
事
の
一
つ
が
、
そ
ば
で
し
た
。

と
り
わ
け
屋
台
は
、
寺
や
神
社
、
橋

の
た
も
と
な
ど
の
交
通
の
要
衝
地
、
さ

ら
に
は
祭
り
や
縁
日
な
ど
、
人
が
集
ま

る
と
こ
ろ
に
店
を
出
し
て
い
ま
し
た
。

屋
台
の
浮
世
絵
と
し
て
よ
く
紹
介
さ

れ
る
の
が
、
歌
川
広
重
の
「
東
都
名
所

高
輪
廿に
じ
ゅ
う
ろ
く
や
ま
ち

六
夜
待
遊
興
之
図
」。
真
夜
中

に
姿
を
見
せ
る
26
日
目
の
月
の
光
は
霊

験
あ
ら
た
か
と
さ
れ
、
大
勢
の
人
た
ち

が
江
戸
湾
を
見
晴
ら
す
高
輪
に
集
ま
り
、

飲
み
食
い
に
興
じ
て
い
る
様
子
の
絵
で

す
。
寿
司
、
天
ぷ
ら
、
だ
ん
ご
、
水
菓

子
、
い
か
焼
き
、
し
る
こ
な
ど
の
屋
台

と
と
も
に
「
二
八
そ
ば
・
う
ど
ん
」
の

屋
台
も
登
場
し
て
い
ま
す
。

歌
川
貞
秀
の
『
汐
干
狩
の
図
』
は
、

早
朝
に
沖
ま
で
船
に
乗
り
、
潮
が
引
い

て
地
面
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
潮
干
狩
り

に
興
じ
て
い
る
人
々
を
描
い
た
作
品
で

そ
ば
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
き
、江
戸
時
代
を
外
す
こ
と
は
で
き

な
い
。多
く
の
人
た
ち
が
楽
し
む
量
産
型
の
絵
画
と
し
て
生
ま
れ
た

浮
世
絵
版
画
で
、そ
ば
は
ど
う
描
か
れ
て
い
る
の
か
。日
野
原
健
司

さ
ん
に
、浮
世
絵
版
画
か
ら
見
え
る
江
戸
時
代
の
そ
ば
と
人
び
と
の

関
係
性
に
つい
て
解
説
し
て
い
た
だ
い
た
。

HINOHARA Kenji
1974年千葉県生まれ。慶
應義塾大学大学院文学研
究科前期博士課程修了。
浮世絵専門の太田記念美
術館で数多くの展覧会を企
画。浮世絵の歴史を幅広く
研究しつつ、妖怪や園芸、
旅といったジャンルの研究に
も取り組む。『ようこそ浮世
絵の世界へ』『ヘンな浮世
絵』など著書多数。

インタビュー

日野原健司さん

公益財団法人 太田記念
美術館 主席学芸員

歌川広重「東都名所 高輪
廿六夜待遊興之図」。「二
八そば・うどん」の屋台が描
かれている（部分拡大）
太田記念美術館蔵

浮世絵から読み解く
江戸時代の 　そば屋

【浮世絵とそば】

水の文化 76号　特集　そばと水
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す
。
こ
こ
に
も
よ
く
見
る
と
、
そ
ば
の

屋
台
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

と
は
い
え
、
実
は
、
一
枚
摺
り
の
絵

と
し
て
描
か
れ
た
浮
世
絵
版
画
を
探
し

て
み
て
も
、
そ
ば
屋
や
そ
ば
の
屋
台
の

様
子
が
、
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
描
か
れ

た
も
の
は
少
な
い
の
で
す
。
そ
ば
に
限

ら
ず
、
料
理
や
料
理
屋
が
ク
ロ
ー
ズ
ア

ッ
プ
し
て
描
か
れ
た
絵
は
、
ほ
と
ん
ど

見
当
た
り
ま
せ
ん
。
先
の
広
重
の
作
品

の
よ
う
に
、
画
面
中
の
点
景
と
し
て
描

か
れ
る
程
度
で
す
。

あ
る
い
は
、
珍
し
く
そ
ば
の
屋
台
が

中
心
に
描
か
れ
た
三
代
歌
川
豊
国
の

「
神
無
月
は
つ
雪
の
そ
う
か
」
も
、
絵

の
主
題
と
し
て
は
雪
降
る
な
か
で
そ
ば

を
食
べ
て
い
る
夜
鷹
（
街
娼
）
た
ち
の
方

で
す
。

江
戸
の
庶
民
の

日
常
食
だ
っ
た
証

そ
ば
屋
台
の
内
側
が
描
か
れ
て
い
る

珍
し
い
作
品
が
、
歌
川
国
貞
の
「
當で
き
あ
き穐

八
幡
祭
」。
丼
、
盆
、
麺
を
ゆ
で
る
鍋
、

箸
を
入
れ
た
ザ
ル
な
ど
が
狭
い
場
所
に

コ
ン
パ
ク
ト
に
収
納
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
も
実
は
、
歌
舞
伎
舞
台

の
一
場
面
を
描
い
た
も
の
。
江
戸
の
日

常
の
風
景
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

江
戸
の
町
か
ら
離
れ
る
と
、
例
え
ば

歌
川
国
芳
の
「
木
曽
街
道
六
十
九
次
之

内 

守
山 

達
磨
大
師
」。
守
山
宿
（
現
・
滋

賀
県
守
山
市
）
の
そ
ば
屋
を
描
い
て
い
ま

す
。
山
と
積
ま
れ
た
も
り
そ
ば
を
平
ら

げ
る
底
な
し
の
大
食
漢
は
達
磨
大
師
。

「
も
り
や
ま
」
と
か
け
た
駄
洒
落
で
し

ょ
う
が
、
守
山
宿
と
達
磨
大
師
に
ど
ん

な
関
係
が
あ
る
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

木
曽
街
道
の
宿
場
町
の
伝
説
や
物
語
を

組
み
合
わ
せ
て
描
か
れ
た
連
作
な
の
で
、

何
ら
か
の
ゆ
か
り
が
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
で
す
。

そ
ば
の
出
前
が
犬
に
足
を
噛
ま
れ
て

盆
を
ひ
っ
く
り
返
し
、
た
ま
た
ま
近
く

を
通
り
か
か
っ
た
武
士
が
頭
か
ら
そ
ば

を
か
ぶ
る

―
と
い
う
滑
稽
な
場
面
を

描
い
た
の
が
歌
川
広
景
の
「
江
戸
名
所

道
化
尽 

九 

湯
嶋
天
神
の
台
」。
こ
の

絵
が
描
か
れ
た
幕
末
に
は
少
な
く
と
も
、

そ
ば
の
出
前
を

す
る
人
が
街
な

か
に
い
た
こ
と

を
伝
え
て
く
れ

る
作
品
で
す
。

時
代
が
明
治

に
下
り
ま
す
が
、

四
代
歌
川
国
政
の
「
志
ん
板
猫
の
そ
ば

や
」
は
、
お
そ
ら
く
子
ど
も
向
け
に
描

か
れ
た
「
猫
の
牛
鍋
屋
」「
猫
の
学
校
」

な
ど
の
連
作
の
一
つ
。
座
敷
に
あ
ぐ
ら

を
か
い
て
食
べ
、
調
理
場
で
は
麺
を
打

ち
、
ゆ
で
て
い
ま
す
。
猫
の
お
か
げ
で

そ
ば
屋
の
店
内
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
が
、

絵
と
し
て
の
改
変
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

多
色
摺
り
の
豪
華
な
浮
世
絵
版
画
は
、

当
初
は
裕
福
な
人
た
ち
が
買
っ
て
い
た

の
で
す
が
、
次
第
に
人
気
が
広
が
っ
て

い
き
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
、
そ
ば
一
杯
と

同
じ
、
二
八
の
十
六
文
程
度
、
今
の
値

段
で
い
え
ば
４
０
０
～
５
０
０
円
で
買

え
る
庶
民
の
娯
楽
に
な
り
ま
し
た
。

浮
世
絵
は
、
江
戸
の
暮
ら
し
を
そ
の

ま
ま
切
り
取
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

賑
や
か
で
華
や
か
な
風
俗
や
景
色
が
描

か
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
び

と
が
求
め
ま
し
た
。
そ
ば
屋
や
そ
ば
の

屋
台
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
、
江
戸
の
庶

民
に
と
っ
て
ご
く
当
た
り
前
の
日
常
で

あ
り
、
そ
れ
だ
け
を
描
く
ニ
ー
ズ
は
な

か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
浮
世
絵
に
そ
ば

を
主
題
に
し
た
も
の
が
極
め
て
少
な
い

の
は
、
逆
説
的
に
、
そ
ば
が
い
か
に
江

戸
の
庶
民
の
暮
ら
し
に
定
着
し
て
い
た

か
の
証
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
２
０
２
４
年
１
月
12
日
取
材
）

歌川国芳「木曽街道六十九次之内 
守山 達磨大師」。もりそばを次 に々平ら
げる達磨大師　太田記念美術館蔵

歌川広景「江戸名所道化尽 九 湯嶋天神の台｣。武士が
そばをかぶるユーモラスな浮世絵版画　太田記念美術館蔵

四代歌川国政「志ん板猫のそばや」。延して角を出す江戸流
で猫がそばを打っている（部分拡大）  太田記念美術館蔵

【浮世絵とそば】

浮世絵から読み解く江戸時代のそば屋



HORII Yoshinori
1961年東京都生まれ。「総本家 更科堀井」九代目。
慶應義塾大学文学部哲学科を卒業後、そばの修業
を重ねる。1985年、父とともに麻布十番に店を構え

「総本家 更科堀井」を復活させた。

インタビュー

堀井良教さん

総本家 更科堀井 代表取締役

ソバの実の芯の部分だけを用いることで麺がくっつきにくいうえ、
見た目も美しい「さらしなそば」  撮影協力：総本家 更科堀井

時
代
に
よ
って

　
　

変
わ
り
ゆ
く
そ
ば

【江戸そば】

江
戸
時
代
か
ら
続
く
そ
ば
の
老
舗
と
し
て

「
藪や
ぶ

」「
更さ
ら

科し
な

」「
砂す
な

場ば

」
の
三
系
統
が
知
ら
れ

て
お
り
、
江
戸
そ
ば
御
三
家
と
も
称
さ
れ
る
。

「
更
科
」
は
ソ
バ
の
実
の
芯
だ
け
を
用
い
た
色

の
白
い
そ
ば
が
特
徴
だ
。
創
業
者
の
系
譜
を

継
ぐ
「
総
本
家  

更
科
堀
井
」
九
代
目
の
堀

井
良
教
さ
ん
に
、
そ
ば
と
水
の
関
係
性
や
伝

統
と
革
新
の
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
。
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かつては座敷だっ
た店の奥を改修し、
手打ちそばに切り
替えた「総本家 更
科堀井」。職人た
ちはそれぞれの持
ち場でそばを打つ

鳴
か
ず
飛
ば
ず
で

手
打
ち
の
道
へ

　

わ
が
家
の
先
祖
は
太ふ
と

物も
の

（
綿
織
物
や
麻
織
物
）

を
扱
う
反
物
商
で
し
た
。
江
戸
と
信
州
を
行

き
来
し
、
江
戸
で
は
領
主
・
保
科
家
の
下
屋

敷
に
泊
め
て
い
た
だ
い
た
よ
う
で
す
。
反
物

商
と
し
て
八
代
目
に
あ
た
る
布ぬ
の

屋や

太た

兵へ

衛え

は

そ
ば
打
ち
が
得
意
で
「
江
戸
に
出
て
き
て
そ

ば
屋
を
や
ら
な
い
か
」
と
言
わ
れ
、
麻
布
永

坂
に
店
を
構
え
た
の
が
１
７
８
９
年
（
寛
政

元
）。
ほ
ど
な
く
し
て
将
軍
家
に
も
そ
ば
を

納
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

当
初
は
信
州
の
や
り
方
で
そ
ば
を
打
っ
て

い
た
は
ず
で
す
が
、
江
戸
で
研
鑽
を
重
ね
、

ソ
バ
の
実
の
芯
の
部
分
だ
け
を
用
い
る
色
の

白
い
そ
ば
「
さ
ら
し
な
そ
ば
」
を
編
み
出
し

ま
す
。
夾き
ょ
う
ざ
つ
ぶ
つ

雑
物
が
な
い
の
で
時
間
が
経
っ
て

も
さ
ら
り
と
ほ
ぐ
れ
る
の
は
、
将
軍
家
や
大

名
屋
敷
へ
持
参
し
た
と
き
に
麺
が
固
ま
ら
な

い
よ
う
に
工
夫
し
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
白
い

麺
は
見
栄
え
も
よ
か
っ
た
。
明
治
時
代
に
も

り
そ
ば
が
15
銭
だ
っ
た
の
に
対
し
、
さ
ら
し

な
そ
ば
は
１
円
と
高
級
な
そ
ば
で
し
た
。
長

野
県
の
地
名
は
更
級
、
そ
ば
は
更
科
な
の
は

保
科
家
に
ち
な
ん
だ
よ
う
で
す
。

　

私
は
太
兵
衛
か
ら
数
え
て
九
代
目
に
あ
た

り
ま
す
が
、
実
は
七
代
目
の
祖
父
が
出
資
し

た
銀
行
が
倒
産
す
る
な
ど
し
て
１
９
４
１
年

（
昭
和
16
）
に
一
度
閉
店
し
て
い
ま
す
。
地
元

の
方
々
の
支
援
も
あ
っ
て
戦
後
に
再
開
し
、

祖
父
も
父
も
そ
こ
で
働
い
て
い
ま
し
た
が
、

私
が
大
学
を
卒
業
す
る
と
同
時
に
父
が
独
立

し
、
二
人
で
今
の
店
を
構
え
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
ど
う
し
て
も
そ
ば
が
売
れ
ま

せ
ん
。
質
の
い
い
そ
ば
粉
を
使
っ
て
い
ま
し

た
が
、
打
ち
方
は
当
時
主
流
の
機
械
打
ち
。

私
は
他
店
で
修
業
し
た
の
で
一
応
手
打
ち
は

で
き
ま
し
た
し
、
そ
ば
は
や
っ
ぱ
り
手
打
ち

の
方
が
う
ま
い
と
常
々
思
っ
て
い
た
の
で
、

30
歳
の
と
き
に
手
打
ち
に
切
り
替
え
ま
し
た
。

す
る
と
７
～
８
年
で
売
り
上
げ
が
倍
に
な
っ

た
の
で
す
。

　

手
打
ち
は
木
製
の
棒
で
延
す
の
で
麺
の
表

面
に
少
し
ざ
ら
つ
き
が
残
り
、
無
理
に
圧
迫

し
な
い
の
で
柔
ら
か
さ
も
あ
っ
て
つ
ゆ
の
乗

り
が
い
い
。
ゆ
で
時
間
が
短
い
た
め
香
り
が

残
り
、麺
の
角
も
崩
れ
に
く
い
な
ど
、手
打
ち

の
う
ま
さ
に
は
複
合
的
な
要
因
が
あ
り
ま
す
。

日
々
の
仕
事
が
培
う

そ
の
水
に
適
し
た
方
法

　

さ
ら
し
な
そ
ば
の
手
打
ち
は
、
木
鉢
に
入

れ
た
粉
に
湯
を
か
け
て
練
る
「
湯
ご
ね
」
で

す
。
ソ
バ
の
実
の
芯
だ
け
を
挽
い
た
さ
ら
し

な
粉
は
ほ
ぼ
で
ん
ぷ
ん
質
の
み
な
の
で
、
湯

ご
ね
じ
ゃ
な
い
と
つ
な
が
ら
な
い
。
十
割
そ

ば
も
湯
ご
ね
に
す
る
地
域
が
多
い
の
で
、
先

祖
が
さ
ら
し
な
そ
ば
を
考
案
す
る
過
程
で
信

州
の
経
験
を
踏
ま
え
「
湯
ご
ね
で
や
っ
て
み

る
か
」
と
試
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

さ
ら
し
な
そ
ば
が
湯
を
必
要
と
す
る
よ
う

に
、
そ
ば
と
水
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係

に
あ
り
ま
す
。
麺
の
約
40
％
は
水
分
で
す
し
、

ゆ
で
る
と
水
を
吸
収
し
て
水
分
量
は
さ
ら
に

増
す
の
で
、
そ
ば
全
体
の
６
～
７
割
は
水
。

仕
上
げ
も
水
で
洗
っ
て
冷
や
し
ま
す
し
、
つ

ゆ
も
か
つ
お
ぶ
し
を
煮
詰
め
ま
す
。
硬
水
だ

と
出
汁
が
出
な
か
っ
た
り
も
す
る
の
で
、
水

の
影
響
は
極
め
て
大
き
い
で
す
。

　

店
で
使
う
水
道
水
に
は
、
水
の
ク
ラ
ス
タ

ー
（
分
子
集
団
）
を
細
か
く
す
る
装
置
を
用
い
、

さ
ら
に
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
浄
水
し
て
お

り
、
フ
ィ
ル
タ
ー
は
こ
ま
め
に
取
り
替
え
ま

す
。
本
店
と
支
店
で
は
、
厳
密
に
は
水
に
違

い
が
あ
る
は
ず
で
す
が
、
日
々
そ
ば
を
打
ち
、

つ
ゆ
を
つ
く
る
な
か
で
「
出
汁
の
出
が
悪
い

な
。
煮
詰
め
る
時
間
を
も
う
少
し
延
ば
そ
う

か
」
と
職
人
が
味
を
追
究
し
工
夫
す
る
こ
と

で
、
次
第
に
そ
の
地
域
の
水
に
適
し
た
オ
ペ

レ
ー
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

そ
ば
は
時
代
に
よ
っ
て

変
わ
っ
て
い
く

　

そ
ば
は
麺
と
つ
ゆ
か
ら
な
る
シ
ン
プ
ル
な

料
理
で
す
の
で
「
こ
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」

と
い
う
伝
統
的
な
意
識
は
若
干
強
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
基
準
は
あ
く
ま
で
「
う

ま
い
か
、
う
ま
く
な
い
か
」。
な
ぜ
な
ら
、

素
材
一
つ
と
っ
て
も
時
代
と
と
も
に
変
わ
る

も
の
だ
か
ら
で
す
。

　

例
え
ば
砂
糖
。
以
前
は
上
白
糖
を
使
っ
て

い
ま
し
た
が
、
７
～
８
年
前
か
ら
は
て
ん
さ

い
糖
で
す
。「
味
が
ち
ょ
っ
と
丸
く
な
る
な
」

と
量
を
調
整
し
た
り
し
ま
す
。「
前
の
方
が
よ

か
っ
た
」
と
言
う
人
が
い
て
も
、
自
分
が
お

い
し
い
と
思
え
ば
続
け
れ
ば
い
い
の
で
す
。

「
天
抜
き
」（
天
ぷ
ら
そ
ば
の
そ
ば
抜
き
）
で
一
杯

や
る
の
が
粋
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
江
戸
時

代
の
天
ぷ
ら
は
上
州
の
小
麦
粉
で
揚
げ
た
分

厚
い
衣
。
し
か
も
揚
げ
置
き
し
て
い
ま
し
た

か
ら
、
熱
々
の
つ
ゆ
に
入
れ
て
か
じ
る
の
が

よ
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
の
薄
力
粉
の
天
ぷ

ら
を
同
じ
よ
う
に
し
た
ら
衣
が
溶
け
て
し
ま

い
ま
す
。
か
つ
て
自
動
販
売
機
で
水
や
お
茶

を
買
う
の
が
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
、

時
代
は
変
わ
る
も
の
で
す
。

　

変
わ
ら
な
い
の
は
、
受
け
継
が
れ
る
味
と

技
で
す
。
私
は
父
の
つ
く
っ
た
つ
ゆ
で
育
ち
、

息
子
は
私
の
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
が
、
味

の
基
準
は
そ
こ
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
あ
と
は

ど
う
ア
レ
ン
ジ
す
る
か
だ
け
で
す
。

　

今
、
あ
ら
ゆ
る
人
に
そ
ば
を
楽
し
ん
で
も

ら
う
た
め
に
、
大
豆
由
来
の
調
味
料
を
用
い

た
つ
ゆ
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
ま
す
。
グ
ル

テ
ン
フ
リ
ー
の
さ
ら
し
な
そ
ば
の
乾
麺
も
つ

く
り
ま
し
た
し
、
そ
ば
パ
ン
に
も
挑
戦
中
で

す
。
こ
う
し
た
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
は
、

磨
き
上
げ
た
さ
ら
し
な
そ
ば
の
技
が
あ
る
か

ら
。
伝
統
的
な
技
法
に
、
時
代
に
応
じ
て
新

し
い
も
の
を
取
り
入
れ
、
さ
ら
に
積
み
重
ね

て
い
く
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
そ
ば
も
そ
ば

店
も
続
い
て
い
く
の
だ
と

思
い
ま
す
。

（
２
０
２
４
年
１
月
15
日
取
材
）

【江戸そば】
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小嶋屋総本店
十日町市博物館

魚
沼
地
方

魚
沼
に
伝
わ
る

豪
雪
地
の
織
物
文
化

　

新
潟
県
南
部
の
魚
沼
地
方
は
山
に
囲
ま
れ

た
盆
地
で
、
日
本
有
数
の
豪
雪
地
帯
と
し
て

知
ら
れ
る
。
十と
お
か
ま
ち

日
町
市
や
小お

千ぢ

谷や

市
を
中
心

に
こ
の
辺
り
に
伝
わ
る
「
へ
ぎ
そ
ば
」
は
、

つ
な
ぎ
に
「
ふ
の
り
」
と
い
う
海
藻
を
使
う

の
が
特
徴
だ
。

　

海
岸
か
ら
遠
く
離
れ
た
内
陸
の
こ
の
地
域

で
、
海
産
物
の
ふ
の
り
が
そ
ば
の
つ
な
ぎ
に

使
わ
れ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ
こ
に
は
伝

統
の
織
物
文
化
が
関
係
し
て
い
る
と
知
り
、

十
日
町
市
博
物
館
を
訪
ね
た
。

「
魚
沼
地
方
は
米
ど
こ
ろ
と
し
て
有
名
で
す

が
、
古
来
、
織
物
の
一
大
産
地
で
も
あ
り
、

江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
初
期
に
か
け
て
越

後
縮ち
ぢ
みは

米
と
同
じ
く
ら
い
の
生
産
高
を
誇
っ

て
い
ま
し
た
」
と
学
芸
員
の
髙
橋
由
美
子
さ

ん
は
説
明
す
る
。

　

魚
沼
地
方
の
湿
潤
な
気
候
は
麻
布
の
原
料

と
な
る
カ
ラ
ム
シ
（
苧
麻
〈
ち
ょ
ま
〉）
の
生
育

に
適
し
て
お
り
、
特
に
冬
の
農
閑
期
の
副
業

と
し
て
の
機は
た

織
り
は
人
々
の
暮
ら
し
に
欠
か

せ
な
い
仕
事
だ
っ
た
。

　

中
世
に
は
、
こ
の
地
で
つ
く
ら
れ
た
平
織

り
の
麻
布
は
「
越え
ち
ご
じ
ょ
う
ふ

後
上
布
」
と
呼
ば
れ
重
要

な
交
易
品
と
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
江
戸
時

代
に
入
る
と
「
越
後
上
布
」
を
改
良
し
、
縮

織
の
技
法
を
使
っ
た
「
越
後
縮
」
が
誕
生
す

る
。
細
か
な
シ
ボ
が
施
さ
れ
、
薄
く
さ
ら
っ

と
し
た
肌
触
り
の
「
越
後
縮
」
は
、
夏
衣
用

の
高
級
布
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
、
全
国
か

ら
引
き
合
い
が
あ
る
特
産
品
と
し
て
、
こ
の

地
域
を
支
え
た
。

「
越
後
縮
」に
欠
か
せ
な
い

ふ
の
り

「
縮
織
は
、
緯よ
こ

糸
に
強
い
撚よ

り
を
か
け
、
経た
て

糸
を
糊
に
く
ぐ
ら
せ
て
乾
か
し
て
か
ら
布
を

織
り
ま
す
。
仕
上
げ
に
川
の
水
に
さ
ら
し
て

糊
を
落
と
す
と
、
撚
り
が
戻
っ
て
布
に
シ
ボ

が
寄
る
の
で
す
。
こ
の
糸
の
糊
付
け
や
洗
い

張
り
に
使
わ
れ
た
の
が
、『
ふ
の
り
』
で
し
た
。

ふ
の
り
は
越
後
国
内
の
も
の
だ
け
で
な
く
、

お
そ
ら
く
は
北
前
船
で
北
海
道
や
東
北
か
ら

1

2

34

日
本
の
多
様
な
気
候
風
土
は
、
多
彩
な
そ
ば
を
育
む
。
北
前
船

と
信
濃
川
の
舟
運
が
も
た
ら
し
た
海
藻
「
ふ
の
り
」
を
つ
な
ぎ
と

す
る
新
潟
県
の
「
へ
ぎ
そ
ば
」
を
、
織
物
と
の
関
係
か
ら
探
る
。

【水で出会う】
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のどごしがよく、歯ごたえもある「へぎそば」  撮影協力：小嶋屋総本店

1 冷たい水で締めたそばを、ま
るで織物の糸をたぐるように「へ
ぎ」へ盛りつける 2 十日町市
博物館学芸員の髙橋由美子さ
ん 3 博物館に展示している十
日町の美しい織物 4 糸の糊
付け工程で用いられた「ふのり」

（手前左）と「オッタテ・ノリツケ
ワク」（奥）、「ノリクグシ」（手前
右） 5 小嶋屋総本店の外観。
平日にもかかわらず多くの人が
訪れていた 6 十日町地域へぎ
そば組合組合長の小林重則さ
ん。へぎそばの老舗、小嶋屋総
本店の代表取締役でもある 
7 十日町市を流れる信濃川。
ふのりは新潟湊から信濃川を
経て運ばれたと考えられる

新
潟
湊
に
持
ち
込
ま
れ
、
そ
れ
を
信
濃
川
通

船
の
上
り
荷
で
大
量
に
運
ん
で
き
た
の
だ
と

思
わ
れ
ま
す
」
と
髙
橋
さ
ん
は
解
説
す
る
。

「
越
後
縮
」
の
商
い
が
活
発
に
な
る
と
、
十

日
町
、
小
千
谷
、
堀
之
内
の
３
カ
所
で
公
認

の
縮
市
が
開
設
さ
れ
た
。
江
戸
や
京
、
大
坂

な
ど
か
ら
商
人
が
集
ま
り
、
大
変
な
に
ぎ
わ

い
だ
っ
た
よ
う
だ
。

「
大お
お

店だ
な

の
商
人
は
半
年
く
ら
い
逗
留
し
て
手

厚
く
も
て
な
さ
れ
た
と
い
う
記
録
も
あ
り
ま

す
。
も
と
も
と
当
地
で
は
、
ソ
バ
の
実
は
粉

に
し
て
お
湯
を
入
れ
て
練
っ
た
り
、
団
子
状

に
し
て
焼
い
た
り
し
て
食
し
て
い
た
の
で
す

が
、
越
後
縮
の
流
通
に
伴
い
江
戸
か
ら
そ
ば

切
り
の
文
化
が
持
ち
込
ま
れ
、
普
及
し
て
い

っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

　

か
つ
て
、
こ
の
地
の
そ
ば
は
、
山
ご
ぼ
う

の
葉
や
自じ

然ね
ん

薯じ
ょ

な
ど
を
つ
な
ぎ
に
使
っ
て
い

た
が
、
い
つ
し
か
身
近
に
あ
っ
た
ふ
の
り
を

つ
な
ぎ
に
用
い
る
よ
う
に
な
り
、
独
自
の

「
へ
ぎ
そ
ば
」
文
化
が
確
立
さ
れ
た
よ
う
だ
。

つ
る
り
と
し
た

の
ど
ご
し
が
自
慢

　

十
日
町
地
域
へ
ぎ
そ
ば
組
合
の
組
合
長
、

小
林
重
則
さ
ん
（
小
嶋
屋
総
本
店 

代
表
取
締
役
）

は
、
地
元
で
「
へ
ぎ
そ
ば
」
の
振
興
に
尽
力

し
て
い
る
。

「
へ
ぎ
そ
ば
の
一
番
の
魅
力
は
、
ほ
か
の
そ

ば
に
は
な
い
つ
る
っ
と
し
た
の
ど
ご
し
と
歯

ご
た
え
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
ふ
の
り
つ
な
ぎ

だ
か
ら
こ
そ
出
せ
る
食
感
で
す
。
最
近
は
県

外
で
も
ふ
の
り
を
使
っ
た
そ
ば
が
流は

行や

っ
て

い
ま
す
が
、
始
ま
り
を
見
れ
ば
、
こ
の
地
に

伝
統
の
織
物
文
化
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
生
ま

れ
た
、
ま
さ
に
衣
と
食
の
文
化
の
融
合
と
も

い
え
る
物
語
性
を
も
っ
た
そ
ば
な
の
で
す
」

「
へ
ぎ
そ
ば
」
は
、
盛
り
付
け
も
独
特
だ
。

へ
ぎ
と
呼
ば
れ
る
平
ら
な
木
の
器
に
、
一
口

分
ず
つ
く
る
り
と
束
ね
た
薄
緑
色
の
そ
ば
が

整
然
と
並
べ
ら
れ
る
。
か
せ
繰
り
し
た
糸
や

織
物
を
思
わ
せ
る
美
し
い
意
匠
で
あ
る
。

「
へ
ぎ
そ
ば
は
本
来
、
日
常
食
で
は
な
く
、

親
戚
・
知
人
の
集
ま
り
や
冠
婚
葬
祭
な
ど
の

お
も
て
な
し
に
振
舞
わ
れ
る
も
の
で
し
た
。

３
～
４
人
前
の
そ
ば
を
一
つ
の
へ
ぎ
に
盛
り

付
け
、
そ
れ
を
み
ん
な
で
囲
ん
で
食
べ
る
の

で
す
」
と
小
林
さ
ん
は
言
う
。

　

雪
深
い
土
地
で
育
ま
れ
た
織
物
文
化
と
信

濃
川
の
舟
運
が
、
海
の
ふ
の
り
を
こ
の
地
に

も
た
ら
し
、
地
元
の
人
び
と
が
愛
す
る
郷
土

食
「
へ
ぎ
そ
ば
」
は
生
み
出
さ
れ
た
。
宴
席

で
最
後
に
残
っ
た
ひ
と
振
り
、
ふ
た
振
り
の

そ
ば
を
互
い
に
遠
慮
し
て
「
ど
う
ぞ
、
ど
う

ぞ
」
と
譲
り
合
い
、
そ
こ
か
ら
ま
た
会
話
が

弾
む
。
そ
ん
な
和
や
か
な
光
景
も
ま
た
、

「
へ
ぎ
そ
ば
」
な
ら
で
は
の
楽
し
み
か
も
し

れ
な
い
。

　
（
２
０
２
３
年
12
月
５
日
取
材
）

56

7

の
ど
ご
し
よ
い「
へ
ぎ
そ
ば
」

織
物
由
来
の
海
藻
を
つ
な
ぎ
に

【水で出会う】

29 織物由来の海藻をつなぎに のどごしよい「へぎそば」



喜多方市山都町で振る舞われる「水そば」  撮影協力：宮古そば 権三郎

（注1）山都町
旧福島県耶麻郡山
都町。2006年（平成
18）の市町村合併に
より喜多方市となった。

（注2）玄ソバ
収穫されたままの状
態の、黒い殻をかぶっ
たソバの実。
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山都町

地
域
な
ら
で
は
の

そ
ば
で
ま
ち
お
こ
し

　

福
島
県
喜
多
方
市
山や
ま

都と

町ま
ち

（
注
１
）
に
は
、

つ
ゆ
な
ど
は
つ
け
ず
、
冷
水
に
泳
が
せ
た
そ

ば
を
そ
の
ま
ま
食
す
「
水
そ
ば
」
と
い
う
も

の
が
あ
る
ら
し
い
。

　

さ
っ
そ
く
山
都
町
へ
向
か
い
、
自
家
製
粉

の
そ
ば
店
に
入
っ
た
。
刺
身
こ
ん
に
ゃ
く
な

ど
が
付
い
た
豪
華
な
天
ざ
る
膳
と
と
も
に
、

お
椀
に
入
っ
た
水
そ
ば
が
提
供
さ
れ
た
。
こ

の
水
そ
ば
を
最
初
に
味
わ
う
こ
と
で
、
そ
ば

本
来
の
風
味
が
楽
し
め
る
。

　

山
都
町
は
、
鎌
倉
時
代
よ
り
信
仰
の
山
と

し
て
多
く
の
参
拝
客
が
訪
れ
て
い
た
飯い
い
で
さ
ん

豊
山

の
麓
に
あ
る
。
標
高
４
０
０
ｍ
の
冷
涼
な
気

候
と
飯
豊
山
か
ら
の
伏
流
水
が
ソ
バ
づ
く
り

に
適
し
、特
色
の
あ
る
そ
ば
文
化
が
生
ま
れ
た
。

「
山
都
で
は
、
自
宅
で
打
っ
た
そ
ば
を
ハ
レ

の
日
に
来
客
に
も
て
な
す
の
が
風
習
で
し
た
。

な
か
で
も
、
標
高
が
さ
ら
に
高
い
宮
古
地
区

は
、
特
に
ソ
バ
づ
く
り
に
適
し
た
粘
土
質
の

土
壌
で
、
今
で
も
良
質
の
ソ
バ
が
つ
く
ら
れ

て
い
ま
す
。
水
そ
ば
を
含
め
た
山
都
の
そ
ば

文
化
は
、
宮
古
が
始
ま
り
だ
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
」
と
、
喜
多
方
市
山
都
総
合
支
所
産
業

建
設
課
の
五
十
嵐
雅
俊
さ
ん
は
話
す
。
つ
な

ぎ
を
使
わ
ず
、
そ
ば
粉
１
０
０
％
で
手
打
ち

す
る
こ
の
地
の
そ
ば
は
、
さ
わ
や
か
な
香
り

と
の
ど
ご
し
が
特
徴
だ
。

　

こ
う
し
た
伝
統
の
そ
ば
を
地
域
資
源
と
し

て
盛
り
上
げ
る
た
め
、
山
都
町
で
は
１
９
８

５
年
（
昭
和
60
）
に
宮
古
そ
ば
を
軸
に
ま
ち
お

こ
し
を
ス
タ
ー
ト
。
１
年
を
通
し
て
そ
ば
の

お
い
し
さ
を
Ｐ
Ｒ
す
る
イ
ベ
ン
ト
「
山
都
三

大
そ
ば
ま
つ
り
」
に
は
、
約
12
万
人
（
コ
ロ

ナ
禍
前
）
が
訪
れ
る
と
い
う
。

　

同
イ
ベ
ン
ト
は
、
10
月
に
「
新
そ
ば
ま
つ

り
」、
３
月
に
「
寒
ざ
ら
し
そ
ば
ま
つ
り
」

が
開
か
れ
る
。
寒
ざ
ら
し
そ
ば
と
は
、
厳
冬

期
に
玄
ソ
バ
（
注
２
）
を
10
日
間
ほ
ど
清
流

に
浸
し
、
そ
の
後
寒
風
に
さ
ら
し
て
乾
燥
さ

せ
る
も
の
。
冷
水
に
浸
す
こ
と
で
ソ
バ
の
う

ま
み
や
甘
み
が
増
す
と
さ
れ
る
。
山
都
町
を

流
れ
る
一い
ち

ノの

戸と

川が
わ

に
わ
ら
じ
を
履
い
た
人
び

と
が
入
り
、
１
・
４
ト
ン
の
ソ
バ
を
浸
す
。

五
十
嵐
さ
ん
も
毎
年
川
に
入
る
そ
う
だ
。
そ

し
て
、
７
月
に
行
な
わ
れ
る
の
が
「
雪
室
熟

成
そ
ば
ま
つ
り
」。
山
都
に
積
も
っ
た
雪
を

利
用
し
た
冷
蔵
室
「
雪
室
」
で
玄
ソ
バ
を
熟

成
さ
せ
、
夏
に
十
割
そ
ば
で
味
わ
う
。

　

コ
ロ
ナ
禍
で
の
試
行
錯
誤
は
あ
っ
た
も
の

の
、
イ
ベ
ン
ト
の
様
式
を
少
し
ず
つ
変
え
て

今
も
継
続
し
て
い
る
。

そ
ば
の
味
見
が
発
端
に

湧
き
水
を
使
っ
た「
水
そ
ば
」

　

翌
日
は
、
宮
古
地
区
へ
。
標
高
４
５
０
～

５
０
０
ｍ
の
山
深
い
地
域
に
、
５
つ
の
そ
ば

店
が
軒
を
連
ね
る
。
そ
の
う
ち
の
１
軒
、
ソ

バ
農
家
も
営
む
「
宮
古
そ
ば 

権
三
郎
」
を

訪
ね
、
店
を
切
り
盛
り
す
る
関
口
久
美
さ
ん

に
そ
ば
打
ち
の
様
子
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
。

つ
な
ぎ
を
使
わ
ず
、湯
と
水
を
併
用
し
て
手
際

よ
く
そ
ば
を
打
つ
様
子
に
見
入
っ
て
し
ま
う
。

　

良
質
な
米
の
収
穫
が
少
な
く
、
米
の
代
わ

り
に
栽
培
さ
れ
た
宮
古
の
そ
ば
は
、
昭
和
時

代
中
期
に
地
元
農
家
が
工
事
関
係
者
に
振
る

舞
っ
た
こ
と
で
、
そ
の
お
い
し
さ
が
口
コ
ミ

で
広
が
る
。
し
か
し
、
当
時
は
常
設
店
が
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
「
幻
の
そ
ば
」
と
い
わ
れ

て
い
た
。
ま
ち
お
こ
し
最
盛
期
の
２
０
０
０

年
（
平
成
12
）
頃
は
、
小
さ
な
集
落
な
が
ら
13

軒
も
の
そ
ば
店
が
あ
っ
た
。

　

ま
た
、「
水
そ
ば
」
は
宮
古
で
始
ま
っ
た
食

べ
方
で
、
そ
の
昔
、
各
家
庭
で
打
っ
た
そ
ば

の
ゆ
で
具
合
を
確
か
め
る
た
め
に
水
で
洗
っ

て
味
見
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
よ
う
だ
。
権

三
郎
で
は
、
希
望
す
れ
ば
注
文
し
た
そ
ば
を

少
量
水
そ
ば
に
し
て
出
し
て
く
れ
る
。「
つ
ゆ

な
し
で
は
抵
抗
が
あ
る
人
も
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
の
で
、
う
ち
で
は
水
そ
ば
は
注
文
制

に
し
て
い
ま
す
」
と
関
口
さ
ん
は
言
う
。

　

水
そ
ば
の
水
に
は
、
飯
豊
山
か
ら
の
伏
流

水
で
あ
る
「
夢ゆ
め

見み

乃の

水み
ず

」
と
い
う
軟
水
の
湧

き
水
が
か
つ
て
使
わ
れ
て
い
た
。「
大
雨
が
降

っ
て
も
濁
ら
ず
、
こ
の
水
を
汲
ん
で
そ
ば
打

ち
に
使
う
人
も
い
ま
し
た
。
私
も
通
学
途
中

に
よ
く
飲
ん
だ
思
い
出
が
あ
り
、
子
ど
も
の

頃
か
ら
親
し
ん
で
き
た
水
で
す
」
と
関
口
さ

ん
は
笑
う
。

　

昔
か
ら
冷
た
い
そ
ば
で
育
っ
て
き
た
の
か

と
思
い
き
や
、「
家
で
は
昔
か
ら
、
山
鳥
の
出

汁
で
と
っ
た
温
か
い
か
け
そ
ば
を
食
べ
て
い

【水で味わう】

な
か
な
か
食
べ
ら
れ
な
い
た
め
「
幻
の
そ
ば
」
と
称
さ
れ
た
そ

ば
の
あ
る
集
落
が
福
島
県
に
あ
る
。
し
か
も
、
一
風
変
わ
っ
た

「
水
そ
ば
」
も
提
供
し
て
い
る
と
聞
き
、
喜
多
方
市
を
訪
ね
た
。
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1「宮古そば 権三郎」が提供するそば。
注文時に頼むと「水そば」を少量用意
してくれる 2 喜多方市山都総合支所
産業建設課の五十嵐雅俊さん 3 厳し
い寒さのなか、「寒ざらしそば」のために
一ノ戸川に入って玄ソバを浸す人びと 
4「雪室」に雪を投げ入れる除雪車。こ

こで玄ソバを熟成させる 3 4 提供：喜
多方市山都総合支所 5 宮古そばの
歴史について語る関口久美さん。自宅
では温かいそばを食べると言う 6そば
打ちを見せてくれた関口さん。宮古そば
はつなぎを使わず湯と水で打つ十割そ
ばだ 7 喜多方市山都町の宮古集落。
そば店は今、5軒となった 8 飯豊山の
伏流水が湧く「夢見乃水」。かつて宮
古集落ではこの水を「水そば」に用いた

ま
し
た
。
今
も
自
宅
で
は
温
か
い
そ
ば
を
食

べ
ま
す
」
と
言
う
の
は
、
少
し
意
外
だ
っ
た
。

  

と
は
い
え
、
こ
こ
を
訪
れ
る
人
は
そ
ば
そ

の
も
の
の
風
味
を
楽
し
み
た
い
と
、
水
そ
ば

だ
け
で
味
わ
う
方
も
い
る
そ
う
だ
。
湧
き
水

と
い
う
恵
み
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
究
極
の
シ

ン
プ
ル
が
成
立
す
る
。
そ
れ
が
宮
古
の
「
水

そ
ば
」
だ
。

　

飯
豊
山
の
恩
恵
と
寒
冷
な
気
候
ゆ
え
に
花

咲
い
た
こ
の
地
の
そ
ば
文
化
は
、
２
０
２
２

年
度
（
令
和
４
）、
文
化
庁
の
「
１
０
０
年
フ

ー
ド
」（
伝
統
部
門
）
に
「
山
都
そ
ば
」
と
し
て

認
定
さ
れ
た
。

（
２
０
２
３
年
12
月
11
〜
12
日
取
材
）

1

2

3

4

5

6

7

8

シ
ン
プ
ル
な「
水
そ
ば
」

飯
豊
山
の
湧
き
水
が
生
ん
だ

【水で味わう】

31 飯豊山の湧き水が生んだシンプルな「水そば」



店
で
は「
も
り
そ
ば
」

家
で
は「
か
け
そ
ば
」

「
そ
ば
と
水
に
は
ど
ん
な
関
係
が
あ
る
の
だ

ろ
う
か
」
と
ス
タ
ー
ト
し
た
本
特
集
。
あ
ら

た
め
て
そ
ば
を
考
え
た
と
き
、
気
軽
に
食
べ

て
い
る
の
に
意
外
と
知
ら
な
い
こ
と
が
多
い

の
に
気
づ
く
。
五
穀
に
ソ
バ
が
含
ま
れ
な
い

こ
と
、
ソ
バ
は
水
分
に
弱
い
こ
と
、
麺
状
の

そ
ば
の
正
式
名
称
は
「
そ
ば
切
り
」
で
あ
る

こ
と
な
ど
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

　

取
材
を
開
始
し
て
間
も
な
い
頃
、
福
島
県

喜
多
方
市
山
都
町
を
訪
ね
、
そ
の
夜
は
会
津

若
松
市
に
宿
を
と
っ
た
。
夕
食
は
機
関
誌
61

号
の
食
の
風
土
記
「
こ
づ
ゆ
」
で
ご
協
力
い

た
だ
い
た
「
籠か
ご

太た

」
へ
５
年
ぶ
り
に
伺
う
。

そ
ば
の
取
材
で
来
た
と
店
主
の
鈴
木
真し
ん

也や

さ

ん
に
話
す
と
、
鈴
木
さ
ん
が
思
い
も
よ
ら
ぬ

こ
と
を
口
に
す
る
。

「
今
か
ら
う
ち
の
店
で
、
会
津
周
辺
の
有
名

な
そ
ば
店
主
た
ち
の
会
合
が
あ
る
よ
。
紹
介

し
よ
う
か
」

　

そ
ば
の
取
材
中
に
そ
ば
店
主
の
会
合
に
出

く
わ
す
と
は
…
…
。
だ
が
、
こ
ち
ら
の
知
識

不
足
で
躊
躇
う
。「
い
や
い
や
、
こ
れ
も
何
か

の
縁
だ
し
、
ヒ
ン
ト
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ

な
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
鈴
木
さ
ん
に
引
っ
張

ら
れ
、
そ
ば
店
主
が
集
ま
る
別
室
へ
伺
っ
た
。

　

会
津
若
松
市
、喜
多
方
市
、喜
多
方
市
山
都

町
、磐
梯
町
で
そ
ば
店
を
営
む「
會
あ
い
づ
き
ょ
う
し
ょ
う

津
蕎
匠

會か
い

」
の
方
々
か
ら
意
外
な
話
が
次
々
出
て
き

て
、
メ
モ
が
追
い
つ
か
な
い
。

　

保
科
正
之
公
由
来
の
信
州
「
高
遠
そ
ば
」

が
残
る
会
津
地
方
で
は
、
そ
ば
を
「
打
つ
」

で
は
な
く
「
ぶ
つ
」
と
言
う
こ
と
。
延
し
棒

は
江
戸
そ
ば
に
比
べ
て
太
く
、
延
し
方
も
角

を
出
す
「
江
戸
流
」
で
は
な
く
、
丸
い
ま
ま

の
「
丸
打
ち
」
で
あ
る
こ
と
。
そ
ば
包
丁
の

形
状
も
少
し
違
う
。「
会
津
の
包
丁
は
刀
じ
ゃ

な
い
、
の
こ
ぎ
り
だ
よ
」
と
言
う
。

　

会
津
で
は
、
大
み
そ
か
は
白
飯
、
元
日
は

そ
ば
を
食
べ
る
。「
年
越
し
そ
ば
じ
ゃ
な
い
ん

だ
。『
元
日
そ
ば
』『
元
旦
そ
ば
』
と
呼
ん
で

い
る
」。
そ
ば
を
切
っ
て
食
べ
る
の
は
贅
沢

で
、
ふ
だ
ん
は
「
そ
ば
が
き
」
や
「
は
っ
と

う
」
が
多
か
っ
た
。
そ
ば
は
フ
ァ
ス
ト
フ
ー

ド
だ
け
ど
、
ハ
レ
の
日
の
食
べ
も
の
で
も
あ

っ
た
。

　

意
外
に
も
、
日
常
で
は
し
ょ
う
ゆ
ベ
ー
ス

の
温
か
い
つ
ゆ
に
浸
し
た
「
か
け
そ
ば
」
を

食
す
。
福
島
県
は
全
国
有
数
の
ソ
バ
産
地
な

の
で
冷
た
い
「
も
り
そ
ば
」
を
食
べ
る
だ
ろ

う
と
い
う
の
は
思
い
込
み
だ
っ
た
。
ソ
バ
の

収
穫
は
晩
秋
で
日
々
寒
さ
が
増
す
時
期
。
体

を
温
め
る
た
め
に
も
自
宅
で
は
「
か
け
そ

ば
」
な
の
だ
。

　

籠
太
で
の
邂
逅
に
よ
っ
て
、
土
地
土
地
で

食
さ
れ
る
そ
ば
は
全
国
一
様
で
な
い
こ
と
を

実
感
し
た
。

そ
ば
の
半
分
は

「
水
」で
で
き
て
い
る

　

そ
ば
を
、
水
と
の
関
係
か
ら
考
え
る
と
何

が
見
え
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
疑
問
に

ず
ば
り
答
え
て
く
れ
た
の
は
、
越
前
お
ろ
し

そ
ば
の
取
材
で
お
会
い
し
た
宝ほ
う

山や
ま

栄
一
さ
ん

だ
っ
た
。

「
そ
ば
は
打
つ
と
き
に
粉
の
量
の
半
分
ほ
ど

の
水
を
入
れ
ま
す
し
、
出
汁
も
水
か
ら
つ
く

り
ま
す
。
ゆ
で
る
の
も
締
め
る
の
も
水
が
な

き
ゃ
で
き
ま
せ
ん
。
極
端
な
こ
と
を
言
う
と

ね
、
そ
ば
を
食
べ
る
こ
と
は
『
水
を
食
べ
る

こ
と
』
で
も
あ
る
ん
で
す
」

　

そ
ば
を
打
つ
と
き
の
水
の
重
要
性
を
体
感

し
た
の
は
、
い
ば
ら
き
蕎
麦
の
会
が
主
催
す

る
「
そ
ば
打
ち
講
習
会
」。
木
鉢
の
そ
ば
粉

に
水
を
入
れ
て
、
両
手
を
交
互
に
回
し
て
か

き
混
ぜ
、
水
を
な
じ
ま
せ
る
作
業
は
難
し
い
。

「
包
丁
三
日
、
延
し
三
月
、
木
鉢
三
年
」
と

い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
と
聞
い
て
納
得
す
る
。

０
（
粉
）
か
ら
１
（
そ
ば
）
を
つ
く
り
出
す
そ
ば

打
ち
は
、
手
を
動
か
し
て
物
を
生
み
出
す
根

源
的
な
喜
び
を
感
じ
る
も
の
だ
っ
た
。

　

総
本
家 

更
科
堀
井
の
堀
井
良
教
さ
ん
に

は
、
職
人
た
ち
が
「
こ
う
し
た
ら
ど
う
か
」

と
工
夫
を
凝
ら
す
な
か
で
、
そ
の
店
の
水
に

適
し
た
つ
く
り
方
が
自
然
と
定
ま
っ
て
い
く

の
だ
と
教
え
ら
れ
た
。

水
に
弱
い「
ソ
バ
」の

収
穫
量
と
今
後

　

一
方
、
植
物
と
し
て
の
ソ
バ
は
水
に
弱
い
。

そ
こ
で
「
水
を
抜
く
」
こ
と
に
力
を
入
れ
て

い
る
の
が
越
前
お
ろ
し
そ
ば
に
力
を
入
れ
る

福
井
県
だ
。

　

ソ
バ
の
10
ａ
当
た
り
の
収
量
は
30
～
60
ｋｇ
。

米
（
水
稲
）
は
10
ａ
で
５
０
０
ｋｇ
以
上
収
穫

で
き
る
の
で
、
ソ
バ
は
米
の
約
10
分
の
１
。

し
か
も
水
に
弱
い
ソ
バ
は
天
候
に
よ
っ
て
収

量
が
大
き
く
変
わ
る
う
え
単
価
が
安
く
、
以

前
は
流
通
経
路
に
乗
ら
な
か
っ
た
そ
う
だ
。

「
そ
ば
」と「
水
」の
不
可
分
な
関
係

編
集
部
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作
付
面
積
（
万
ha
）

調査不明年
1885、1886、1888～1891、1893年

収穫量調査不明年
2006～2009年

収
穫
量
（
万
ト
ン
）

北海道
46%
1万8300トン

ソバ収穫量
4万トン

その他
26%

1万400トン

長野
8%

3190トン

茨城
8%

3000トン

栃木
2760トン 7%

山形
2340トン 6%

※統計数値および割合については、表示単位未満を四捨五入し
ているため、合計値と内訳の計が一致しない

図1	国内産ソバの年次別生産状況（全国） 出典：一般社団法人 日本蕎麦協会図2	2022年（令和4）産ソバ（乾燥子実）の
都道府県別収穫量と割合 

 出典：農林水産省統計部「作物統計」

ゆでたあとに冷たい水で締める「へぎそば」。つなぎには海藻が使われる 
撮影協力：小嶋屋総本店

「宮古そば 権三郎」の関口久
美さんが使うそば包丁（右）。
農鍛冶につくってもらったそ
うだ。持ち手や形状が一般的
なそば包丁（左）とは異なる

　

こ
こ
で
全
国
の
ソ
バ
の
作
付
面
積
と
収
穫

量
の
推
移
を
見
て
み
る
。（
図
１
）

　

明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
は
全
国
で
か
な

り
の
面
積
、
量
だ
っ
た
が
、
昭
和
に
入
る
と

減
少
に
転
じ
る
。
し
か
し
平
成
に
は
ソ
バ
が

米
の
転
作
作
物
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

徐
々
に
増
え
て
く
る
。
都
道
府
県
別
に
見
る

と
、
産
地
と
し
て
は
北
海
道
が
圧
倒
的
で
２

位
以
下
は
年
ご
と
に
順
位
が
変
わ
る
。（
図
２
）

　

と
こ
ろ
が
、
経
営
所
得
安
定
対
策
の
交
付

対
象
と
な
る
水
田
そ
の
も
の
に
見
直
し
が

入
っ
た
。
２
０
２
２
年
（
令
和
４
）
か
ら
５
年

間
の
う
ち
に
主
食
用
米
、
加
工
用
米
な
ど

の
水
稲
作
付
、
も
し
く
は
１
カ
月
以
上
の

灌
水
管
理
が
一
度
も
行
な
わ
れ
な
い
農
地

は
、
２
０
２
７
年
（
令
和
９
年
）
度
以
降
、
交

付
対
象
水
田
と
し
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の

だ
。
こ
れ
が
水
に
弱
い
ソ
バ
の
収
穫
量
や

玄
ソ
バ
の
単
価
に
ど
う
影
響
す
る
の
か
は

注
視
し
た
い
。

ク
ロ
ス
オ
ー
バ
ー
す
る

江
戸
と
各
地
の
そ
ば
文
化

　

そ
ば
を
巡
る
江
戸
・
東
京
と
そ
の
他
の

地
方
の
関
係
。
こ
れ
も
今
回
の
特
集
で
興

味
深
く
感
じ
た
こ
と
の
一
つ
だ
。

　

江
戸
時
代
に
商
品
経
済
が
発
展
す
る
と
、

「
お
金
を
払
っ
て
食
べ
る
」
江
戸
の
そ
ば
文

化
が
、
つ
く
り
方
も
含
め
て
地
方
に
伝
わ

っ
て
い
く
。
ほ
し
ひ
か
る
さ
ん
に
よ
る
と
、

地
方
の
人
が
特
に
驚
い
た
の
は
江
戸
の

「
そ
ば
つ
ゆ
」
で
、
紀
伊
田
辺
藩
安
藤
家
の

医
師
が
「
江
戸
の
蕎
麦
の
つ
ゆ
は
う
ま
い
」

と
言
い
、
文
豪
・
志
賀
直
哉
も
『
豊
年
虫
』

で
同
じ
主
旨
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
。「
参

勤
交
代
は
大
名
を
苦
し
め
た
施
策
で
す
が
、

一
方
で
食
文
化
の
広
が
り
に
貢
献
し
た
面

も
あ
り
ま
す
」
と
ほ
し
さ
ん
は
言
う
。

　

そ
も
そ
も
、
そ
ば
を
江
戸
流
、
会
津
流
、
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福島県南会津町の旧・舘岩村にあるソバ畑。この地域の在来種が大事に育てられている

信
濃
流
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
ご
く
最

近
の
こ
と
。
か
つ
て
は
祖
父
や
祖
母
、
父
、

母
が
つ
く
る
家
庭
料
理
だ
っ
た
。
そ
れ
を
裏

づ
け
る
話
を
「
宮
古
そ
ば 

権
三
郎
」
で
関

口
久
美
さ
ん
か
ら
聞
い
た
。

「
昔
か
ら
こ
の
集
落
で
は
外
に
住
む
親
戚
や

知
人
に
商
売
で
は
な
く
贈
り
物
と
し
て
そ
ば

を
ぶ
っ
て
（
打
っ
て
）
た
ん
で
す
。
お
客
さ
ん

が
来
た
と
き
も
『
じ
ゃ
あ
そ
ば
で
も
ぶ
つ

か
』
と
そ
ば
を
振
る
舞
っ
た
。
そ
れ
が
『
ふ

る
さ
と
創
生
事
業
』
の
と
き
に
、
宮
古
は
何

も
な
い
、
そ
ば
し
か
な
い
と
な
っ
て
、
そ
ば

で
村
お
こ
し
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
」

　

関
口
さ
ん
は
子
ど
も
の
頃
か
ら
温
か
い
そ

ば
し
か
食
べ
な
か
っ
た
と
言
う
。
そ
ば
を
打

っ
て
ゆ
で
て
お
い
て
、
食
べ
る
と
き
は
熱
湯

で
戻
し
て
温
か
い
つ
ゆ
を
か
け
る
。
東
日
本

大
震
災
の
後
、
温
か
い
き
の
こ
そ
ば
を
メ
ニ

ュ
ー
に
加
え
た
も
の
の
誰
一
人
注
文
し
な
か

っ
た
の
で
、
県
外
か
ら
来
る
人
は
寒
く
て
も

冷
た
い
そ
ば
を
望
む
と
知
っ
た
そ
う
だ
。

　

一
つ
ひ
と
つ
の
藩
が
独
立
国
の
よ
う
だ
っ

た
江
戸
時
代
。
参
勤
交
代
や
買
い
付
け
で
地

方
に
出
か
け
た
商
人
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
、

い
わ
ば
人
と
人
が
出
会
っ
て
共
有
し
た
情
報

が
そ
ば
文
化
を
変
え
た
。
そ
の
一
端
を
見
聞

き
し
て
興
味
を
抱
く
と
と
も
に
、
現
代
も
さ

ほ
ど
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
も
思
う
。

　

宝
山
さ
ん
は
、
月
に
一
度
は
連
休
を
と
っ

て
首
都
圏
や
県
外
に
足
を
運
び
、
そ
ば
の
見

聞
を
広
め
る
。堀
井
さ
ん
は
、京
都
の
か
け
つ

ゆ
な
ど
各
地
に
見
習
う
こ
と
が
あ
る
と
話
す
。

「
新
潟
へ
行
っ
た
ら
へ
ぎ
そ
ば
は
お
い
し
い

な
と
思
い
ま
す
し
、
岩
手
に
足
を
運
ん
だ
と

き
は
わ
ん
こ
そ
ば
を
食
べ
た
い
で
す
。
決
し

て
江
戸
そ
ば
か
ら
の
一
方
通
行
で
は
な
く
、

互
い
に
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
ク
ロ
ス
オ
ー

バ
ー
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

文
化
の
一
翼
を
担
う

そ
ば
愛
好
家
た
ち

　

い
ば
ら
き
蕎
麦
の
会
の
仲
山
徹
さ
ん
と
掛

札
久
美
子
さ
ん
を
、
宝
山
さ
ん
と
ほ
し
さ
ん

は
ご
存
じ
だ
っ
た
。
宝
山
さ
ん
は
２
０
２
３

年
（
令
和
５
）
の
全
日
本
素
人
そ
ば
打
ち
名
人

大
会
で
掛
札
さ
ん
が
優
勝
し
た
こ
と
を
我
が

こ
と
の
よ
う
に
喜
び
、
ほ
し
さ
ん
は
「
お
二

人
と
は
仲
よ
し
で
す
よ
」
と
顔
を
ほ
こ
ろ
ば

せ
る
。
宝
山
さ
ん
と
同
じ
よ
う
に
、
い
ば
ら

き
蕎
麦
の
会
の
メ
ン
バ
ー
は
地
元
の
高
校
生

た
ち
に
そ
ば
打
ち
を
指
導
す
る
。

　

い
ば
ら
き
蕎
麦
の
会
も
加
盟
す
る
一
般
社

団
法
人
全
麺
協
の
会
員
数
は
約
５
５
０
０
人
、

そ
ば
打
ち
段
位
認
定
者
数
は
約
１
万
５
０
０

０
人
。
そ
ば
打
ち
愛
好
家
は
多
い
。
さ
ら
に

一
歩
踏
み
出
し
、
店
を
構
え
る
人
も
い
る
。

　

福
島
県
南
会
津
町
の
旧
・
舘
岩
村
で
、
裁た

ち
そ
ば
を
供
す
る
「
滝た
き

音ね

」
の
星
清
信
さ
ん

は
、
も
と
も
と
在
来
工
法
の
大
工
だ
。

「
還
暦
の
と
き
に
息
子
か
ら
『
大
工
も
長
く

で
き
な
い
だ
ろ
う
か
ら
何
か
や
っ
た
ら
？
』

と
言
わ
れ
、『
じ
ゃ
あ
そ
ば
で
も
打
っ
て
遊
ぶ

か
』
と
始
め
ま
し
た
」

　

駒
板
を
使
わ
ず
、
布
を
裁
つ
よ
う
に
包
丁

で
切
る
裁
ち
そ
ば
は
、
隣
接
す
る
檜ひ
の

枝え

岐ま
た

村

が
発
祥
の
地
。
近
所
に
裁
ち
そ
ば
を
打
つ
友

人
が
い
た
の
で
毎
日
通
っ
て
見
て
覚
え
、
練

習
し
た
。
裁
ち
そ
ば
の
実
演
者
は
少
な
く
、

２
０
１
３
年
（
平
成
25
）
晩
夏
に
北
海
道
幌
加

内
町
の
「
新
そ
ば
祭
り
」
に
呼
ば
れ
、
２
０

０
人
を
前
に
そ
ば
打
ち
を
披
露
。
こ
れ
を
き

っ
か
け
に
自
宅
を
改
修
し
そ
ば
店
を
開
く
。

　

裁
ち
そ
ば
は
湯
ご
ね
だ
が
、
星
さ
ん
は
そ

ば
の
香
り
を
封
じ
込
め
る
た
め
最
初
だ
け
水

で
そ
ば
粉
を
湿
ら
せ
る
。
厨
房
で
ゆ
で
る
と

こ
ろ
を
見
せ
て
い
た
だ
く
と
、
そ
ば
を
釜
の

湯
に
入
れ
て
か
ら
40
秒
後
に
お
椀
１
杯
の
水

を
注
い
だ
。

「
こ
こ
で
水
を
入
れ
る
と
芯
ま
で
火
が
通
っ

て
そ
ば
が
も
ち
も
ち
に
な
る
。
こ
れ
は
自
分

で
考
え
た
や
り
方
で
す
」

　

さ
ら
に
20
秒
待
っ
て
そ
ば
を
す
く
い
水
で

締
め
る
。
打
ち
立
て
、
ゆ
で
立
て
の
そ
ば
を

そ
の
場
で
少
し
食
べ
さ
せ
て
も
ら
う
と
、
麺

が
も
っ
ち
り
し
て
い
て
、
甘
い
香
り
も
す
る
。

「
こ
れ
が
水
そ
ば
。
こ
の
瞬
間
が
一
番
お
い

し
い
」
と
笑
う
星
さ
ん
は
、
い
ば
ら
き
蕎
麦

の
会
に
招
か
れ
て
実
演
し
た
こ
と
も
あ
る
。

　

そ
ば
打
ち
に
魅
せ
ら
れ
た
各
地
の
人
た
ち

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
そ
ば
文
化
の
す

そ
野
を
広
げ
て
い
る
。

常
に
寄
り
添
い

そ
ば
を
支
え
た
水

　

荒
れ
地
で
も
実
を
結
び
、
か
つ
て
一
部
の

地
域
を
除
け
ば
年
貢
の
対
象
に
す
ら
な
ら
な

か
っ
た
ソ
バ
。
人
び
と
は
近
場
で
手
に
入
る

も
の
を
つ
な
ぎ
と
し
て
そ
ば
を
打
ち
、
命
を

つ
な
い
だ
。
浮
世
絵
版
画
に
そ
ば
が
さ
ほ
ど

描
か
れ
て
い
な
い
の
は
、
そ
ば
が
あ
ま
り
に

も
身
近
だ
っ
た
か
ら
だ
。
見
落
と
さ
れ
が
ち

な
と
こ
ろ
は
、
そ
ば
も
水
も
よ
く
似
て
い
る
。

　

翻
っ
て
そ
ば
の
現
状
を
見
る
と
、
江
戸
時

代
か
ら
続
く
老
舗
が
あ
り
、
手
打
ち
と
食
材

に
こ
だ
わ
る
第
四
世
代
が
現
れ
る
一
方
、
手

軽
に
腹
を
満
た
せ
る
立
ち
食
い
そ
ば
店
も
あ

り
、
近
頃
は
駅
構
内
に
無
人
の
全
自
動
立
ち

食
い
そ
ば
店
ま
で
出
現
し
た
。
今
、
海
外
で

は
日
本
の
ラ
ー
メ
ン
が
人
気
の
よ
う
だ
が
、

そ
ば
だ
っ
て
負
け
な
い
は
ず
だ
。
そ
も
そ
も

フ
ラ
ン
ス
で
そ
ば
粉
は
ガ
レ
ッ
ト
と
し
て
食

さ
れ
、
パ
ン
を
焼
く
こ
と
も
可
能
だ
。
ヴ
ィ

ー
ガ
ン
や
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
に
も
対
応
で
き
る
。

そ
ば
の
文
化
は
こ
れ
か
ら
も
い
く
つ
か
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
影
響
を

与
え
な
が
ら
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。

　

今
回
取
材
し
た
の
は
、
そ
ば
全
体
の
ご
く

一
部
に
過
ぎ
な
い
。
私
た
ち
が
知
ら
な
い
そ

ば
は
全
国
に
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
る
。
各
地
を

巡
っ
て
、
そ
ば
を
題
材
に
地
元
の
話
を
聞
い

て
み
た
い
。
自
分
で
そ
ば
を
打
て
ば
他
の
人

の
や
り
方
も
見
た
く
な
る
の
で
、
や
っ
ぱ
り

そ
ば
を
追
っ
て
旅
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。

　

水
回
し
、
つ
ら
水
、
洗
い
水
、
さ
ら
し
水

―
―
そ
ば
打
ち
用
語
に
水
が
使
わ
れ
る
の
は
、

そ
ば
と
水
が
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
か
ら
だ

ろ
う
。
そ
ば
が
文
化
と
な
る
過
程
で
水
が
格

別
に
大
き
な
働
き
を
担
っ
た
わ
け
で
は
な
い

が
、
水
は
常
に
そ
ば
を
支
え
、
寄
り
添
っ
て

い
た
。

　

世
界
を
見
渡
せ
ば
水
が
乏
し
い
か
ら
生
ま

れ
る
文
化
も
あ
る
が
、
そ
ば
に
関
し
て
は
き

れ
い
で
お
い
し
く
て
豊
富
な
水
が
日
本
に
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
文
化
と
な
り
得
た
の
で
は
な

い
か
。
も
っ
と
言
え
ば
、
そ
ば
を
は
じ
め
と

す
る
和
の
食
す
べ
て
が
水
な
し
で
は
成
り
立

た
な
い
と
い
う
、
当
た
り
前
だ
が
忘
れ
が
ち

な
こ
と
に
も
思
い
至
る
の
だ
。
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中
国
雲
南
省
の
ベ
ト
ナ
ム
と
の
国
境
沿
い
に
、
者ジ
ェ
ー
ミ
ー
だ
に

米
谷
と
い
う

場
所
が
あ
る
。
七
つ
の
少
数
民
族
が
高
さ
を
変
え
て
住
み
、
各
民

族
で
生
業
が
異
な
っ
て
い
る
。
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
を
開
始
し
た

２
０
０
７
年
（
平
成
19
）
当
時
、
自
動
車
が
通
れ
る
道
は
、
谷
の
底

の
川
沿
い
に
一
本
走
っ
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
。
国
境
沿
い
に
そ
び

え
る
西
隆
山
は
３
０
７
４
ｍ
の
名
峰
だ
が
、
そ
の
周
辺
に
は
ト
ラ

の
棲
む
原
生
林
が
広
が
る
。
冬
の
と
て
も
澄
み
切
っ
た
日
暮
れ
時

は
、
塵
が
皆
無
の
た
め
か
夕
焼
け
し
な
い
。
ま
っ
黒
な
原
生
林
の

上
に
広
が
る
、
ま
っ
青
の
空
に
、
ま
っ
赤
な
太
陽
が
沈
ん
で
い
く
。

　

七
つ
の
少
数
民
族
の
一
つ
、
ア
ー
ル
ー
族
は
、
者
米
谷
の
北
側

斜
面
で
、
海
抜
お
よ
そ
８
０
０
～
１
３
０
０
ｍ
に
住
み
、
壮
大
な

棚
田
を
つ
く
り
上
げ
て
い
る
。
ア
ー
ル
ー
族
の
棚
田
は
、
と
て
も

美
し
く
み
え
る
。
し
か
し
こ
の
棚
田
は
、
け
っ
し
て
水
に
恵
ま
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
利
用
で
き
る
水
に
限
り
が
あ
る
。

　

こ
の
棚
田
は
た
っ
た
一
本
の
用
水
路
に
よ
っ
て
灌か

ん

漑が
い

し
て
い
る
。

水
は
下
か
ら
上
へ
は
の
ぼ
ら
な
い
の
で
、
棚
田
よ
り
高
い
位
置
か

ら
流
れ
下
る
川
か
ら
水
を
引
く
必
要
が
あ
り
、
そ
の
長
さ
は
10
ｋｍ

に
も
及
ぶ
。

　

引
い
て
き
た
水
を
棚
田
に
振
り
分
け
る
の
だ
が
、
日
本
の
水
田

で
も
一
般
的
に
お
こ
な
う
上
の
棚
田
か
ら
畦け

い

畔は
ん

越ご

し
に
、
下
の
棚

田
に
水
を
落
と
す
と
い
う
方
法
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
限
ら
れ

た
水
を
、
各
水
田
に
公
平
に
分
配
す
る
た
め
、
横
木
に
抉え

ぐ

り
を
入

れ
た
「
分
水
木
」
を
一
筆
ご
と
の
水
田
の
横
に
設
置
し
水
を
入
れ

る
。
水
田
は
斜
面
に
そ
っ
て
横
方
向
に
長
く
水
路
状
の
形
を
し
て

お
り
、
長
い
も
の
で
は
お
よ
そ
４
０
０
ｍ
に
も
達
す
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
壮
大
な
棚
田
で
生
産
し
た
コ
メ
は
７
～
８
カ
月

間
で
食
べ
尽
く
し
て
し
ま
う
。
ア
ー
ル
ー
族
は
、
コ
メ
の
収
量
を

上
げ
る
た
め
に
原
生
林
を
切
り
開
き
、
利
用
で
き
る
場
所
は
す
べ

て
水
田
に
し
た
結
果
、
山
全
体
を
棚
田
に
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か

し
皮
肉
な
こ
と
に
美
し
く
映
る
棚
田
は
、
コ
メ
の
自
給
も
ま
ま
な

ら
な
い
。
水
が
無
け
れ
ば
棚
田
は
つ
く
れ
な
い
。
水
が
少
な
け
れ

ば
少
な
い
ほ
ど
、
水
を
可
能
な
限
り
利
用
し
つ
く
す
必
要
が
あ
り
、

必
死
の
知
恵
が
結
集
し
て
い
る
。

　

そ
の
恐
ろ
し
い
ほ
ど
ま
で
の
努
力
が
、
ア
ー
ル
ー
族
の
棚
田
を

よ
り
美
し
く
み
せ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

水の余話

★ 
COLUMN ★ MIZU

 N
O

 Y
O

W
A ★ COLUMN ★ M

IZ
U

 N
O

 Y
O

W
A

NISHITANI Masaru
国立歴史民俗博物館 館
長。1959 年京都府生ま
れ。1985 年熊本大学文
学研究科修士課程修了

（考古学専攻）。文学博士。
中華人民共和国中山大学
人類学系に留学。専攻は
中国考古学・東アジア人
類史。2020 年より現職。

アールー族がつくり上げた壮大な棚田

水を公平に配るため、横木に抉りを入れた「分水木」

撮影：西谷 大さん

水
と
棚
田

西
谷 

大

35 水と棚田
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大
毎
集
落
の
追
加
調
査
で

み
え
て
き
た
こ
と

２
０
２
３
年
（
令
和
５
）
11
月
の
追
加

調
査
を
ふ
ま
え
、
12
月
10
日
に
大
毎
集

落
に
て
研
究
成
果
発
表
会
を
行
っ
た
。

内
容
に
入
る
前
に
、
75
号
の
執
筆
時
点

で
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
補
足
的

に
述
べ
て
い
き
た
い
。

大
き
く
は
２
つ
あ
る
。
ま
ず
ひ
と
つ

は
、
大
毎
集
落
の
７
つ
あ
る
小
規
模
集

落
水
道
の
開
設
時
期
に
つ
い
て
で
あ
る
。

戸
数
最
大
の
大
毎
水
道
組
合
の
開
設
時

　
　

　
　

研究成果発表会に
参加してくださった
大毎集落の皆さん。
スクリーンには当日
参加できなかった
学生たちの姿も

栃木県
群馬県

長野県

秋田県 岩手県

青森県

北海道

青森

いわき

新潟

山形

盛岡

奥州

白河

新発田

阿賀野

南相馬

佐渡

村上

大崎

鶴岡

湯沢

大船渡

一関

大仙

由利本荘

那須塩原

米沢

南陽
長井

小国町

石巻

横手
釜石

北上

気仙沼

宮古

花巻

大館

久慈

二戸

十和田

五所川原

むつ

函館

能代

弘前

八戸

日光

粟島浦村

新潟県

山形県

磐梯朝日
国立公園

大毎

吉祥清水

鰈山清水

7号線
国道

←
至
 村
上
駅

大
毎
川▲   

吉祥嶽大沢

北中

大毎集落開発センター

名水の里おおごと特産品直売所

大毎集落

地域生活の持 続性と小規模集落水道

水の文化 76号　みず・ひと・まちの未来モデル

未来
みず

モデ
ル
20
23

ひと

第3
回

大毎
編

まち
の
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期
は
１
９
２
４
年
（
大
正
13
）
で
あ
る
こ

と
が
組
合
開
設
時
の
寄
付
人
名
簿
や
水

神
の
掛
け
軸
裏
面
な
ど
複
数
の
史
料
か

ら
判
明
し
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
資
料

や
文
献
に
あ
た
る
な
か
で
中
町
水
道
組

合
が
も
っ
と
も
古
い
と
さ
れ
る
記
述
、

ま
た
聞
き
と
り
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う

な
声
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、

そ
れ
を
示
す
よ
う
な
史
料
は
み
つ
か
ら

な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
中
町
水
道

組
合
が
最
古
で
あ
る
か
ど
う
か
は
は
っ

き
り
し
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
今
年
１

０
０
周
年
を
迎
え
る
大
毎
水
道
組
合
を

擁
す
る
大
毎
集
落
は
全
国
的
に
み
て
も

小
規
模
集
落
水
道
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー

と
い
え
る
。
た
し
か
に
江
戸
時
代
か
ら

独
自
の
水
道
を
維
持
す
る
と
さ
れ
る
地

域
は
他
に
も
あ
る
が
、
管
理
体
制
が
弱

体
化
し
て
い
た
り
、
大
毎
集
落
ほ
ど
に

高
度
な
自
治
機
能
を
維
持
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
細
か
く
階
級
を
わ

け
て
徴
収
し
て
い
た
自
治
会
費
の
階
級

に
つ
い
て
で
あ
る
。
前
号
の
執
筆
段
階

で
は
、
40
階
級
あ
っ
た
の
か
は
っ
き
り

し
な
か
っ
た
が
、
当
時
の
集
落
通
常
総

会
議
事
録
を
た
ど
る
こ
と
で
、

驚
く
こ
と
に
昭
和
の
終
わ
り

ま
で
40
階
級
も
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
っ
た
。『
山
北
町
の

民
俗
４
』
に
と
り
あ
げ
ら
れ

て
い
る
近
隣
の
中
継
集
落
で

地
域
が
抱
え
る
水
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
か
か
わ
る
課
題
を
、
若
者
た
ち
が
議

論
し
て
解
決
策
を
提
案
す
る
研
究
活
動
「
み
ず
・
ひ
と
・
ま
ち
の
未
来
モ

デ
ル
」
。
３
年
目
は
新
潟
県
村
上
市
の
大お

お
ご
と毎
集
落
で
研
究
を
重
ね
ま
し
た
。

既
報
の
通
り
、
２
０
２
３
年
（
令
和
5
）
５
月
19
～
21
日
、
７
月
29
日
（
一
部
の
学
生
は
28

日
）
～
31
日
に
ゼ
ミ
合
宿
を
行
な
っ
た
ほ
か
、
11
月
初
旬
に
も
追
加
調
査
を
実
施
し
、

ゼ
ミ
活
動
を
通
じ
て
研
究
成
果
を
ま
と
め
て
い
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
大
毎
集
落
の
皆
さ
ま
の
ご
厚
意
に
よ
り
、
２
０
２
３
年
12
月
10
日
、
大
毎

集
落
開
発
セ
ン
タ
ー
を
お
借
り
し
て
「
研
究
成
果
発
表
会
」
を
開
催
。
大
毎
集
落
の

方
々
に
向
け
て
、
「
小
規
模
集
落
水
道
」
を
維
持
し
つ
づ
け
る
こ
と
が
集
落
の
自
治

に
ど
う
い
う
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
か
を
、
ゼ
ミ
生
た
ち
と
ミ
ツ
カ
ン
若
手
社
員

た
ち
が
自
分
の
言
葉
で
伝
え
ま
し
た
。

３
年
目
の
「
大
毎
編
」
は
今
回
が
最
終
回
で
す
。
こ
の
研
究
活
動
の
か
じ
取
り
役
で

あ
る
野
田
岳
仁
さ
ん
に
、
大
毎
集
落
に
お
け
る
研
究
成
果
、
そ
し
て
大
学
の
地
域
へ

の
か
か
わ
り
方
に
つ
い
て
総
括
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

地域生活の持 続性と小規模集落水道
NODA Takehito
1981 年 岐 阜 県 関 市 生まれ。
2015年3月早稲田大学大学院人
間科学研究科博士課程修了。博士

（人間科学）。2019 年 4月より現
職。専門は社会学（環境社会学・
地域社会学・観光社会学）。2023
年 8月、著書『井戸端からはじまる地
域再生―暮らしから考える防災と
観光』（筑波書房）を上梓した。

野田岳仁
法政大学

現代福祉学部 准教授
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は
１
９
８
８
年
（
昭
和
63
）
時
点
で
13
階

級
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
大
毎
集
落

が
い
か
に
公
平
性
に
配
慮
し
て
集
落
運

営
を
担
っ
て
き
た
の
か
が
理
解
で
き
よ

う
。
平
成
に
入
っ
て
か
ら
40
階
級
か
ら

20
階
級
、
13
階
級
、
4
階
級
、
現
在
の

２
階
級
へ
と
変
遷
し
て
い
る
（
じ
っ
さ

い
に
は
免
除
を
含
め
る
と
3
階
級
と
想
定
さ
れ
る

が
、
転
出
や
逝
去
に
伴
っ
て
免
除
に
該
当
す
る
家

は
現
在
な
い
よ
う
だ
）。

な
ぜ
小
規
模
集
落
水
道
を

維
持
し
続
け
る
の
か

本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
知
見
は
75

号
で
論
じ
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

改
め
て
確
認
し
て
い
こ
う
。

本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
的
は
、

な
ぜ
人
び
と
は
小
規
模
集
落
水
道
を
維

持
し
続
け
る
の
か
、
そ
の
理
由
を
探
る

こ
と
で
あ
る
。

小
規
模
集
落
水
道
と
は
、
近
代
的
な

上
水
道
シ
ス
テ
ム
（
簡
易
水
道
含
む
）
の
整

備
さ
れ
て
い
な
い
地
域
で
、
集
落
独
自

に
小
規
模
な
戸
数
（
給
水
人
口
１
０
０
人
以
下
）

に
給
水
す
る
小
規
模
水
道
の
こ
と
で
あ

る
。
該
当
す
る
人
口
規
模
は
全
国
で
２

０
０
万
人
程
度
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

小
規
模
集
落
水
道
に
関
す
る
国
の
体

制
整
備
は
急
ピ
ッ
チ
で
進
ん
で
お
り
、

大
き
な
転
換
期
に
あ
る
。
国
の
上
水
道

に
関
連
す
る
業
務
は
、
２
０
２
４
年

（
令
和
６
）
4
月
に
厚
生
労
働
省
か
ら
国

土
交
通
省
と
環
境
省
に
移
管
さ
れ
る
こ

と
が
決
ま
り
、
国
土
交
通
省
で
は
上
下

水
道
を
一
元
的
に
所
管
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
れ
に
先
立
ち
、
厚
生
労
働
省

水
道
課
で
は
、
小
規
模
集
落
水
道
の
担

い
手
不
足
に
備
え
て
上
水
道
シ
ス
テ
ム

の
新
規
導
入
や
統
合
、
給
水
車
に
よ
る

「
運
搬
送
水
」
が
検
討
さ
れ
、
一
部
の

地
域
で
は
「
運
搬
送
水
」
の
試
験
導
入

を
開
始
し
た
。「
運
搬
送
水
」
は
浄
水
場

と
配
水
池
の
間
を
管
路
で
結
ば
ず
、
車

両
で
水
を
運
ぶ
手
法
で
、
コ
ス
ト
削
減

へ
の
期
待
が
高
い
。

こ
の
よ
う
に
、
国
も
「
縮
小
社
会
」

へ
の
政
策
的
な
対
応
を
検
討
し
て
い
る

も
の
の
、
小
規
模
集
落
水
道
を
維
持
す

る
地
元
の
反
応
は
必
ず
し
も
好
意
的
な

も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。

そ
こ
で
本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、

１
０
０
年
も
小
規
模
集
落
水
道
を
維
持

す
る
新
潟
県
村
上
市
大
毎
集
落
を
対
象

に
し
、
簡
易
水
道
が
導
入
さ
れ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
人
び
と
は
小

規
模
集
落
水
道
を
維
持
し
続
け
る
の
か
、

そ
の
理
由
を
分
析
す
る
こ
と
に
し
た
の

で
あ
る
。

調
査
の
結
果
、
大
毎
集
落
で
は
多
様

な
社
会
集
団
が
存
在
し
て
お
り
、
７
つ

も
の
小
規
模
集
落
水
道
が
存
在
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
水
源
は
い
ず
れ

も
湧
き
水
で
あ
り
、
水
神
講
や
組
合
費

1トップバッターとして登壇した
一杉大智（ひとすぎ・だいち）さん 
2研究成果を説明する田渕遙大

（はると）さん 3よく通る声で話
す田中さやさん。2022年11月、
真鶴町での研究成果発表会で
も司会を務めた 4ミツカン若手
社員2名も現地参加

1

4

3

2
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の
徴
収
な
ど
、
独
自
の
管
理
が
行
わ
れ

て
い
た
。
こ
れ
ら
の
水
道
は
貨
幣
交
換

で
き
な
い
「
コ
モ
ン
ズ
（
共
有
資
源
）」
で

あ
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
っ
た
。

調
査
を
続
け
る
な
か
で
浮
か

び
あ
が
っ
て
き
た
の
は
、「
平

準
化
の
論
理
」
と
で
も
呼
べ
る

よ
う
な
集
落
運
営
の
基
本
原
理

の
存
在
で
あ
っ
た
。

75
号
で
と
り
あ
げ
た
事
例

だ
け
で
も
、
①
大
毎
集
落
の

自
治
会
費
を
か
つ
て
は
驚
く

こ
と
に
40
階
級
に
も
細
か
く

分
け
て
い
る
こ
と
。
②
集
落

の
と
な
り
組
や
大
毎
水
道
組
合
の
９
つ

の
組
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
大
毎
集

落
の
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
集
団
を
よ
り
小

さ
い
10
戸
程
度
の
ま
と
ま
り
に
こ
だ
わ

っ
て
い
る
こ
と
。
③
２
０
１
０
年
度

（
平
成
22
）
に
17
組
あ
っ
た
と
な
り
組
を

12
組
に
再
編
さ
せ
た
こ
と
。
④
と
な
り

組
の
組
長
を
１
カ
月
交
代
と
さ
せ
て
い

る
こ
と
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
す
べ
て

各
家
の
権
利
（
権
力
）
と
義
務
（
負
担
）
を
公

平
に
分
配
す
る
工
夫
の
あ
ら
わ
れ
な
の

で
あ
っ
た
。

そ
の
う
え
で
見
逃
せ
な
い
こ
と
は
、

こ
の
「
平
準
化
の
論
理
」
が
近
年
に
な

っ
て
、
排
除
性
の
高
か
っ
た
水
道
組
合

に
も
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
こ
と
だ
っ
た
。

旧
山
北
町
か
ら
簡
易
水
道
の
水
源
に

大
毎
水
道
の
水
源
を
利
用
し
た
い
と
の

打
診
を
断
っ
て
以
降
の
大
毎
水
道
組
合

の
動
き
を
み
て
い
く
と
、
１
９
９
３
年

（
平
成
5
）
に
は
「
吉
祥
清
水
」
と
い
う
水

汲
み
場
が
整
備
さ
れ
、
大
毎
水
道
は
組

合
員
だ
け
で
な
く
、
不
特
定
多
数
に
水

が
開
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
年
間
の

利
用
者
は
約
２
万
人
）。
さ
ら
に
、
２
０
２

２
年
度
（
令
和
４
）
の
総
会
で
は
、
集
落

と
し
て
大
毎
水
道
の
水
源
地
の
所
有
権

を
購
入
す
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
動
き
も
「
平
準
化
の
論

理
」
が
貫
か
れ
た
結
果
で
あ
る
。
大
毎

水
道
以
外
の
６
つ
の
水
道
組
合
で
は
さ

ま
ざ
ま
な
努
力
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
が
、

水
源
は
さ
ほ
ど
安
定
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
集
落
内
で
水
に
関
す
る
格
差

が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
近
年
の
動
き
は
、
大
毎

水
道
を
「
み
ん
な
の
も
の
」
に
し
、
水

を
め
ぐ
る
集
落
内
の
格
差
を
是
正
し
よ

う
と
い
う
試
み
な
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
小
規
模
集
落
水
道
の

運
営
に
は
、
む
ら
（
村
落
）
の
秩
序
を
支

え
る
「
平
準
化
の
論
理
」
が
貫
か
れ
て

い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
毎
集

落
の
高
度
な
自
治
機
能
が
維
持
さ
れ
て

き
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
上
水
道
シ

ス
テ
ム
で
は
決
し
て
代
替
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
集
落

に
導
入
さ
れ
た
簡
易
水
道
の
利
用
が
限

定
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

5学生たちがリハーサルを重ねて臨んだ「研究成果発表会」。インターンや就職活動で現地に来られな
かった学生はリモートで参加 6研究成果発表後は住民の方 と々意見交換 7大毎集落総代（区長）の
佐藤栄作さん。今回の研究活動を見守り、支えてくれた 8発表会に駆けつけてくれた大毎水道組合の
組合長、佐藤均さん（中央） 9となり組の再編案を考えた加藤良成（よしなり）さん �かつて総代（区
長）を務めた佐藤勝敏さん。となり組再編時の総代で、自治会費の40階級のことなど教えてくれた

配布資料をじっくり読む
大毎集落の参加者

56

7

9

8

10
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っ
た
（
注
１
）。

大
毎
集
落
の
人
び
と
が
小
規
模
集
落

水
道
を
維
持
し
続
け
る
理
由
と
は
、
水

道
組
合
が
こ
の
よ
う
に
む
ら
の
秩
序
の

維
持
と
不
可
分
な
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。

小
規
模
集
落
水
道
を
廃
止
し
た
り
、
上

水
道
シ
ス
テ
ム
に
移
行
す
る
こ
と
に
な

れ
ば
、
む
ら
の
秩
序
の
切
り
崩
し
に
直

結
す
る
恐
れ
が
あ
ろ
う
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
小
規
模
集

落
水
道
を
め
ぐ
る
国
の
政
策
と
体
制
は

大
き
な
転
換
期
に
あ
る
。
今
回
、
国
に

対
す
る
政
策
提
言
は
叶
わ
な
か
っ
た
が
、

今
後
も
事
例
を
重
ね
つ
つ
、
そ
の
可
能

性
を
模
索
し
て
い
き
た
い
。

自
治
機
能
を
揺
る
が
す

危
う
い
外
部
連
係

「
み
ず
・
ひ
と
・
ま
ち
の
未
来
モ
デ
ル
」

は
各
地
で
ご
支
援
を
い
た
だ
い
た
現
場

の
み
な
さ
ま
の
お
か
げ
で
３
年
目
を
迎

え
る
こ
と
が
で
き
た
。
あ
り
が
た
い
こ

と
に
さ
ま
ざ
ま
な
フ
ィ
ー
ル
ド
で
出
会

う
方
々
か
ら
も
連
載
を
楽
し
み
に
し
て

い
る
と
声
を
か
け
て
い
た
だ
け
る
こ
と

も
増
え
て
き
た
。

近
年
で
は
大
学
や
大
学
生
と
農
山
村

の
「
連
携
」
や
「
交
流
」
が
社
会
的
に
も

広
く
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

（
注
２
）。
農
山
村
側
に
は
大
学
生
の
持

つ
若
い
力
や
活
力
と
い
っ
た
労
働
力
へ

の
期
待
、
大
学
に
対
す
る
専
門
的
知
識

や
技
術
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
が
あ
る
た
め

だ
。
大
学
側
に
も
地
域
貢
献
が
社
会
的

に
要
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
両
者
の

連
携
や
交
流
を
国
も
地
方
自
治
体
も
後

押
し
し
つ
つ
あ
る
。
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

も
こ
の
流
れ
に
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

だ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
大
学
と
農
山

村
連
携
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
ら
れ
た

り
、
学
生
の
労
働
力
に
期
待
す
る
声
も

い
た
だ
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う

な
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
は
少
し
保
守
的
に
映
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
そ
れ
で
も
こ
の
よ
う
な
方
法

に
こ
だ
わ
る
の
は
、
あ
る
集
落
で
学
ん

だ
大
学
生
と
の
外
部
連
携
で
の
教
訓
を

胸
に
刻
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

私
が
大
学
院
生
の
頃
か
ら
調
査
に
入

っ
て
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
滋
賀
県
高

島
市
の
針は
り

江え

集
落
で
は
、「
カ
バ
タ
」
と

呼
ば
れ
る
地
元
住
民
の
台
所
を
目
当
て

に
多
数
の
観
光
客
が
訪
れ
る
。
針
江
集

落
で
は
、
こ
れ
に
対
応
す

る
た
め
に
、
有
志
の
住
民

で
観
光
に
取
り
組
む
住
民

グ
ル
ー
プ
を
結
成
し
て
、

有
料
の
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
を

運
営
し
て
い
る
。

あ
る
と
き
、
住
民
グ
ル

ー
プ
で
集
落
を
流
れ
る
針

江
大
川
の
最
下
流
部
の
藻

刈
り
に
乗
り
だ
す
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
の
場
所
は
集

落
の
貴
重
な
漁
場
で
あ
り
、

あ
る
漁
師
が
長
ら
く
掃
除
を
担
っ
て
い

た
が
、
そ
の
漁
師
の
引
退
後
は
藻
の
繁

殖
が
目
立
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
住
民
グ
ル
ー
プ
だ
け
で
は
労
働

力
が
足
ら
な
い
と
考
え
、
外
部
か
ら
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
す
る
こ
と
に
し
た
。

た
だ
し
、
た
ん
な
る
清
掃
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
で
は
人
が
集
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
と
カ

バ
タ
の
見
学
ツ
ア
ー
を
組
み
合
わ
せ
た

有
料
の
藻
刈
り
体
験
ツ
ア
ー
を
企
画
し

た
。
有
料
で
あ
っ
た
た
め
、
人
が
集
ま

る
か
半
信
半
疑
で
あ
っ
た
が
、
瞬
く
間

に
大
学
生
ら
約
１
０
０
人
の
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
が
集
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。

当
時
の
新
聞
記
事
に
よ
れ
ば
、「
針

江
大
川
の
藻
刈
り
は
、
毎
年
地
区
を
挙

げ
て
行
っ
て
い
る
が
今
回
、
初
め
て
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
参
加
を
得
て
、
針
江
大

川
が
琵
琶
湖
に
注
ぐ
場
所
に
あ
る
中
島

自
然
池
周
辺
の
藻
を
刈
っ
た
」
と
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
藻
刈

り
体
験
ツ
ア
ー
に
つ

い
て
の
住
民
の
評
価

は
ど
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

当
然
評
価
さ
れ
る
べ

き
こ
と
と
思
え
る
の

だ
が
、
住
民
か
ら
の

評
価
は
よ
い
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
あ
る

住
民
か
ら
は
「
お
金

を
払
っ
て
（
藻
刈
り
を
）

や
り
た
い
人
が
い
る
な
ん
て
信
じ
ら
れ

な
い
。
そ
れ
な
ら
（
今
後
も
）
外
部
の
人

た
ち
に
や
っ
て
も
ら
え
」
と
い
う
意
見

が
で
た
。

こ
の
言
葉
を
聞
い
て
、
住
民
グ
ル
ー

プ
は
「
こ
れ
は
ま
ず
い
」
と
反
省
し
た
そ

う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
針
江
大
川

の
掃
除
は
集
落
住
民
全
員
の
い
わ
ゆ
る

「
む
ら
仕
事
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

針
江
集
落
の
水
資
源
を
め
ぐ
る
利
用

12月初旬の大毎集落。春、夏
とはまた異なる雰囲気だ

（注１）
大毎集落が1978年（昭和53）に簡易水道を導入した理由のひとつは、水源の乏しかった
近隣の大沢集落への配慮にある。旧山北町のなかで中核的集落である大毎集落が反対
すれば大沢・大毎集落への簡易水道の導入は見送られる可能性が高かったからである。

（注2）
中塚雅也・内平隆之（2014）『大学・大学生と
農山村再生』小田切徳美監修、筑波書房
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と
管
理
の
し
く
み
は
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
各
家
は
敷
地
内
で
カ
バ
タ
を

つ
く
り
、
湧
き
水
を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
の
一
方
で
、
各
家
は
、
年

に
４
回
の
針
江
大
川
の
掃
除
と
年
に
１

回
の
溝
掃
除
が
義
務
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
針
江
集
落
で
も

水
は
貨
幣
交
換
で
き
な
い
「
コ
モ
ン

ズ
」
で
あ
り
、
住
民
は
針
江
大
川
や
水

路
の
管
理
義
務
を
担
う
こ
と
で
水
の
利

用
権
を
確
立
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
外
部
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

が
参
加
し
た
藻
刈
り
体
験
ツ
ア
ー
は
思

い
が
け
ず
、
集
落
の
水
資
源
を
め
ぐ
る

利
用
と
管
理
の
し
く
み
を
壊
し
か
ね
な

い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
（
注
３
）。

こ
の
プ
ロ
ジ
ェク
ト
が

目
指
す
も
の

こ
の
事
例
が
示

す
こ
と
は
、
一
時

的
で
あ
れ
外
部
の

労
働
力
に
頼
る
こ

と
の
危
う
さ
で
あ

る
。
た
し
か
に
農

山
村
地
域
で
は
居

住
人
口
の
減
少
や

高
齢
化
に
よ
る
労

働
力
不
足
は
深
刻

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
農
山
村
側
に

は
大
学
生
に
対
す

る
労
働
力
へ
の
期
待
は
と
て
つ
も
な
く

大
き
い
。
け
れ
ど
も
、
大
学
生
が
農
業

体
験
と
称
し
て
そ
の
場
し
の
ぎ
の
労
働

を
代
行
す
る
こ
と
が
い
つ
の
間
に
か
当

該
地
域
の
自
治
機
能
を
弱
め
る
こ
と
に

な
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

大
毎
集
落
も
針
江
集
落
も
目
を
見
張

る
ほ
ど
の
高
度
な
自
治
機
能
を
維
持
し

て
い
る
の
は
、
水
資
源
を
め
ぐ
る
利
用

と
管
理
の
し
く
み
や
平
準
化
の
論
理
を

駆
使
し
な
が
ら
、
安
易
な
外
部
連
携
に

は
手
を
だ
さ
ず
、「
自
分
た
ち
の
こ
と

は
自
分
た
ち
で
や
る
」
姿
勢
が
貫
か
れ

て
き
た
か
ら
だ
。
私
た
ち
が
目
指
す
べ

き
こ
と
は
、
若
い
労
働
力
の
提
供
で
は

な
く
、
当
該
地
域
の
自
治
機
能
を
損
な

わ
な
い
内
発
的
な
し
く
み
づ
く
り
の
提

言
に
知
恵
を
絞
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
、

大
毎
集
落
の
み
な
さ
ん
か
ら
改
め
て
教

え
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
思
っ
て
い
る
。

私
た
ち
が
拠
り

所
に
し
て
い
る
社

会
学
の
特
徴
の
ひ
と
つ
に
、
他
者
の
合

理
性
の
理
解
が
あ
る
。
大
毎
集
落
で
は
、

行
政
に
よ
る
簡
易
水
道
が
す
で
に
導
入

さ
れ
て
お
り
、
頑
な
に
小
規
模
集
落
水

道
を
維
持
し
続
け
る
人
び
と
の
姿
は
、

非
合
理
的
な
判
断
に
映
る
に
違
い
な
い
。

け
れ
ど
も
、
私
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な

一
見
不
可
解
に
も
み
え
る
人
び
と
の
判

断
の
合
理
性
を
問
う
こ
と
で
、
み
え
な

い
政
策
の
落
と
し
穴
を
浮
き
彫
り
に
す

る
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て

い
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
全
面
的
な

ご
協
力
と
ご
支
援
を
い
た
だ
い
た
大
毎

集
落
の
み
な
さ
ま
に
心
よ
り
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。
大
毎
水
道
組
合
の
創
設
１

０
０
周
年
に
お
祝
い
申
し
上
げ
る
と
と

も
に
、
こ
の
よ
う
な
節
目
に
本
研
究
が

実
施
で
き
た
こ
と
を
大
変
光
栄
に
思
い

ま
す
。

5月、7月、11月、12月―訪問するたびに大毎集落の人びと
は学生たちを温かく迎えてくれました。そして学生たちとミツ
カン若手社員は地図を片手に集落を歩き回り、どの家がどの
小規模集落水道を使っているのかという水道組合の実態、そ
してとなり組の再編が地域にもたらしたものなどを丹念に調
査し、考察を重ねました。

発表前は、大毎集落で暮らしている人びとに、自分たちの
研究成果がどう受けとられるのか不安もあったようですが、発
表後の意見交換では次のような声が挙がりました。
「大毎の水は財産だと感じていたが、自治との関係を解き明
かしてくれたことで、さらに大毎を誇らしく思うようになった」
「都会へ行くと水道の水が飲めない。研究成果を聞いて、あ
らためて大毎の水はいい水なんだと再認識した」
「祖父母からの言い伝えはあったけれど、こういう風にまとめ
てくれたのはほんとうにありがたい」
「大毎水道組合は100周年を迎えるが、皆さんはまさにその
歴史をたどってくれた。ぜひ1000年事業を目指したい」

このように好意的な意見ばかりで、学生たちの心配は杞憂
に終わったようです。

今回の研究成果発表の詳細、そして大毎集落を通じてゼミ
生たちが感じたことなどについては、当センターのHPで公開
しますのでぜひご覧ください。
「みず・ひと・まちの未来モデル」4年目の調査地域や研究
テーマなどは野田さんと話し合っているところです。どうぞご
期待ください。

好意的に受けとられた研究成果（編集部）

■「大毎集落」研究成果の一部

（注3）
野田岳仁（2014）「コミュニティビジネスにおける非経済的活動の意味―滋賀県高島市
針江集落における水資源を活用した観光実践から」『環境社会学研究』20：117-132
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奥会津の風土が生んだ伝統料理「お平」

自
然
の
恵
み
が

詰
ま
っ
た
伝
統
食

　

福
島
県
の
西
端
、
新
潟
県
と
の
県
境
に
位
置
す
る

只
見
町
は
、
標
高
１
０
０
０
ｍ
級
の
山
々
に
囲
ま
れ

た
豪
雪
地
帯
だ
。
町
の
９
割
以
上
を
山
林
が
占
め
、

広
大
な
ブ
ナ
の
天
然
林
が
残
る
只
見
の
自
然
は
、
ユ

ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
（
注
１
）
に
登
録
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
会
津
圏
内
に
あ
り
な
が
ら
、
明
治
・
大
正
頃

ま
で
距
離
的
に
近
い
越
後
と
の
交
易
が
盛
ん
だ
っ
た

こ
と
も
特
色
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
例
年
11
月
末
頃
か
ら
４
月
頃
ま
で
雪
が
積

も
り
、
場
所
に
よ
っ
て
は
５
月
初
旬
ま
で
雪
が
残
る

特
別
豪
雪
地
帯
で
も
あ
る
。
平
均
積
雪
深
２
～
３
ｍ

と
い
う
厳
し
い
冬
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
水
分
を
抜

き
、
長
期
保
存
で
き
る
食
材
を
用
意
し
て
お
り
、「
お

平
」
と
い
う
郷
土
料
理
に
も
そ
れ
を
用
い
て
い
る
。

お
平
は
海
、
山
、
川
の
恵
み
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
取
り

入
れ
た
栄
養
た
っ
ぷ
り
の
煮
物
で
、
平
た
い
お
椀
に

盛
り
付
け
て
供
さ
れ
た
こ
と
か
ら
こ
の
名
が
つ
い
た
。

只
見
町
で
は
結
婚
式
や
大
み
そ
か
な
ど
、
ハ
レ
の
日

に
欠
か
せ
な
い
ご
ち
そ
う
だ
。

　

食
を
通
じ
た
健
康
づ
く
り
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
只
見

町
食
生
活
改
善
推
進
員
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
横
山

郁い
く

子こ

さ
ん
は
、
今
も
毎
年
お
平
を
つ
く
る
。

「
大
み
そ
か
に
は
必
ず
つ
く
っ
て
、
ま
ず
歳と
し
と
く
じ
ん

徳
神

様
（
注
２
）
に
お
供
え
し
て
か
ら
、
お
正
月
に
か
け
て

食
べ
ま
す
。
年
配
の
方
に
は
特
に
馴
染
み
深
い
料

理
で
す
」

　

七
福
神
に
あ
や
か
り
、
つ
く
る
分
量
は
７
人
分
。

お
平
に
使
う
具
材
も
、
地
域
に
よ
っ
て
多
少
の
違
い

は
あ
る
が
お
お
よ
そ
決
ま
っ
て
い
る
。
海
の
幸
で
あ

る
昆
布
、
山
の
幸
で
あ
る
舞
茸
、
大
地
の
幸
で
あ
る

長
芋
・
ご
ぼ
う
・
に
ん
じ
ん
・
油
揚
げ
（
厚
揚
げ
）、

水
と
風
土
が
織
り
な
す
食
文
化
の
今
を

訪
ね
る
「
食
の
風
土
記
」
。
今
回
は
自

然
豊
か
な
只た
だ
み
ま
ち

見
町
で
古
く
か
ら
食
さ
れ

て
き
た
煮
物
「
お
平
」
で
す
。

ウ
グ
イ
が
決
め
手
の

ハ
レ
の
日
の
ご
ち
そ
う

お
平ひ

ら

お
平
（
福
島
県
南
会
津
郡
只
見
町
） 22

水の文化 76号　食の風土記



43

そ
し
て
川
の
幸
で
あ
る
ウ
グ
イ
の
７
つ
。

な
か
で
も
主
役
と
な
る
の
が
、
川
魚
の

ウ
グ
イ
だ
。

　

春
か
ら
初
夏
の
産
卵
期
に
腹
の
色
が

赤
く
な
っ
た
「
ア
カ
ハ
ラ
」
と
呼
ば
れ

る
ウ
グ
イ
を
焼
き
干
し
し
た
保
存
食
材

「
串く
し

魚い
お

」
を
使
う
。
串
魚
は
、
水
分
が

な
く
な
る
ま
で
囲
炉
裏
で
ウ
グ
イ
を
焼

い
た
も
の
で
、
だ
し
も
串
魚
か
ら
と
る
。

　

お
平
の
盛
り
付
け
方
も
興
味
深
い
。

一
番
下
に
は
基
本
的
に
長
芋
な
ど
大
地

の
も
の
、
そ
の
上
に
山
と
海
の
も
の
、

最
後
に
ア
カ
ハ
ラ
を
の
せ
る
。
ア
カ
ハ

ラ
は
「
海う
み
は
ら
か
わ

腹
川
背せ

」（
注
３
）
に
な
ら
い
、

正
面
か
ら
見
て
頭
を
左
側
に
、
背
を
手

前
に
す
る
の
が
決
ま
り
だ
。

　

こ
の
日
は
横
山
さ
ん
が
お
平
を
つ
く

っ
て
く
れ
た
。
調
味
料
は
酢
、
み
り
ん
、

し
ょ
う
ゆ
の
み
だ
が
、
素
材
の
う
ま
み

が
だ
し
に
し
っ
か
り
利
い
て
深
い
味
だ
。

唯
一
無
二
の
味
を

次
世
代
に
つ
な
ぐ

　

か
つ
て
は
お
正
月
の
祝
膳
に
の
っ
た

お
平
を
家
族
で
食
べ
た
が
、
今
は
つ
く

る
家
は
少
な
く
、
お
平
を
知
ら
な
い
世

代
も
増
え
た
。
調
理
の
手
間
が
か
か
る

こ
と
、
串
魚
が
手
に
入
り
づ
ら
く
な
っ

た
こ
と
な
ど
が
理
由
だ
。

　

ウ
グ
イ
漁
は
只
見
川
や
支
流
の
伊い

な南

川が
わ

で
行
な
わ
れ
、
産
卵
期
に
一
カ
所
に

集
ま
っ
た
と
こ
ろ
を
投
網
で
狙
っ
て
漁

獲
す
る
。
時
に
は
ウ
グ
イ
が
産
卵
し
や

す
い
よ
う
に
、
小
石
を
敷
い
た
「
ま
せ

場
」
と
呼
ば
れ
る
人
工
の
産
卵
床
を
つ

く
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
捕
っ
た

ウ
グ
イ
を
上
手
に
焼
き
干
し
し
て
串
魚

と
す
る
に
も
技
術
が
必
要
で
、
後
継
者

が
な
か
な
か
育
た
な
い
。

「
ホ
タ
テ
の
だ
し
で
試
し
た
話
も
聞
き

ま
し
た
が
、
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
そ

う
で
す
。
お
平
の
あ
の
味
は
、
や
っ
ぱ

り
ウ
グ
イ
で
し
か
出
せ
ま
せ
ん
」
と
話

す
の
は
、
只
見
町
ブ
ナ
セ
ン
タ
ー
に
勤

務
す
る
新に
っ
く
に国

万ま

す

み
寿
美
さ
ん
だ
。
実
家
が

民
宿
を
営
む
新
国
さ
ん
は
、
子
ど
も
の

頃
か
ら
冠
婚
葬
祭
の
た
び
に
お
平
に
親

し
ん
で
き
た
。

「
お
平
は
み
ん
な
で
食
べ
る
も
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
コ
ロ
ナ
禍
で
、
ま
す
ま
す
つ

く
る
機
会
が
減
り
ま
し
た
」
と
新
国
さ

ん
は
語
る
。

　

そ
れ
で
も
何
と
か
し
た
い
と
、
付
属

施
設
「
た
だ
み
・
ブ
ナ
と
川
の
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
」
で
お
平
を
常
設
展
示
す
る
ほ

か
企
画
展
も
行
な
い
、
周
知
に
努
め
る
。

横
山
さ
ん
た
ち
も
地
元
の
小
学
校
に
出

向
き
、
郷
土
料
理
を
教
え
る
特
別
授
業

な
ど
を
行
な
う
。
民
宿
や
飲
食
店
で
は
、

事
前
予
約
す
れ
ば
お
平
を
提
供
し
て
く

れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
そ
う
だ
。

　

只
見
の
自
然
と
文
化
が
生
ん
だ
お
平

を
、
ぜ
ひ
後
世
に
つ
な
い
で
ほ
し
い
。

（
２
０
２
４
年
1
月
16
日
取
材
）

お平のつくり方

（注1）ユネスコエコパーク
豊かな自然と人間活動の持続可能な共生を実現する国際モデ
ル地域。日本には10地域あり、只見町は2014年に登録された。

（注2）歳徳神様
大みそかから正月にかけて一年の幸福をもたら
すために家々にやってくる神様。「年神様」とも。

（注3）海腹川背
魚の盛り付け法の一つ。海の魚は腹を
正面に、川の魚は背を正面に向けること。

串魚はわらで編んだ民具
「マル」に刺して保存する
提供：只見町教育委員会

1

2

3

4

456

3

1「ただみ・ブナと川のミュージアム」を運営
する只見町ブナセンター 2魚を捕獲する投
網と、投網を入れて運ぶ道具 3群馬県と
福島県にまたがる尾瀬沼を源流とする只見
川。ウグイ漁は婚姻色が鮮やかな4月から5
月に行なわれる 4只見町ブナセンターに勤
める新国万寿美さん 5「お平」をつくってく
れた横山郁子さん 6お平に使う材料

水をはった鍋を火にかけながら、材料を下ごしらえ。長芋はヒゲを火で焼き取り、皮付きの
ままぶつ切りに。昆布は水で戻し、切って結ぶ。ごぼう、油揚げは斜切りに。にんじんは飾
り切りに。舞茸はサッとゆがいておく。下ごしらえが終わったら、硬いものから順に鍋へ。
串魚を洗って戻したら、だしをとるために別の鍋で5分ほど煮て引き上げる。
串魚でとっただしも、具材を煮込んでいる鍋の中へ。
串魚も鍋の中に投入したら、酢、みりん、薄口しょうゆで味を調え、具材が柔らかくなるまで
煮込む。一晩置くことでより味が染み込む。

1 

2
3
4

1

2

ウグイが決め手のハレの日のごちそう「お平」
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しらみね大学村

金
沢
河
川
国
道
事
務
所

白
峰
砂
防
出
張
所

白
山
砂
防
科
学
館

手取峡谷

金沢駅

獅
子
吼
高
原

北
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手
取
川
水
系
流
域
界

日
本
海

富山金沢

福井

白
山
市

白
山
市

転
任
し
た
ら
手
取
川
だ
っ
た

　

２
０
２
１
年
（
令
和
３
）
10
月
、
木
曽

川
水
系
の
職
場
（
土
木
研
究
所
自
然
共
生
研
究

セ
ン
タ
ー
）
に
別
れ
を
告
げ
、
白は

く

山さ
ん

を
源

と
す
る
手
取
川
の
上
流
域
の
新
た
な
職

場
に
向
か
っ
た
。

　

東
京
大
学
地
域
未
来
社
会
連
携
研
究

機
構
北
陸
サ
テ
ラ
イ
ト
の
特
任
助
教
の

任
を
受
け
た
地
は
手
取
川
上
流
域
の
人

口
７
０
０
名
弱
の
集
落
、
白し
ら

峰み
ね

地
域
。

縁
も
ゆ
か
り
も
な
く
、
誰
も
知
ら
な
い

地
域
の
最
初
の
友
だ
ち
は
仔
犬
と
そ
の

飼
い
主
。
ま
る
で
異
世
界
に
で
も
来
た

よ
う
な
毎
日
。
そ
の
傍
を
流
れ
て
い
る

手
取
川
を
毎
日
見
な
が
ら
ど
ん
な
こ
と

を
見
て
、
ど
ん
な
活
動
を
し
て
き
た
か
、

２
年
間
の
こ
と
を
紹
介
し
た
い
。

白
山
雪
解
け
の
一
滴
が
か
た
ち
づ
く
る
急
流
大
河

手
取
川

河
川
を
軸
に
市
民
団
体
や
ま
ち
づ
く
り
の
調
査
研
究
を
行
な
う
坂
本
貴

啓
さ
ん
が
全
国
の
一
級
河
川「
１
０
９
水
系
」を
巡
り
、そ
れ
ぞ
れ
の
川

が
流
域
の
人
び
と
、
そ
し
て
地
域
社
会
に
及
ぼ
す
影
響
を
探
る
連
載
で

す
。
今
回
は
、坂
本
さ
ん
が
河
畔
で
２
年
間
過
ご
し
た「
手て

取ど
り

川が
わ

」で
す
。

 手取川
 水系番号 ： 43
 都道府県 ： 石川県
 源流 ： 白山（2702 ｍ） 
 河口 ： 日本海  
 本川流路延長 ： 72 km 71位／109
 支川数 ： 35河川 84位／109
 流域面積 ： 809 km2 77位／109
 流域耕地面積率 ： 4.0 ％ 94位／109
 流域年平均降水量 ： 2917 mm 9位／109
 基本高水流量 ： 6000 m3/ s 52位／109
 河口換算の
 基本高水流量※ ： 6489 m3/ s 62位／109

 流域内人口 ： 3万9958人 89位／109
 流域人口密度 ： 49人 / km2 92位／109

（基本高水流量観測地点：鶴来〈河口から
14.2km地点〉）
※河口換算の基本高水流量 ＝ 流域面積×比
流量（基本高水流量÷基準点の集水面積）
※各水系の比較のため公式発表諸元をもとに
坂本貴啓さん作成

データ出典：『河川便覧 2002』（国際建設技
術協会発行の日本河川図の裏面）　流域内人
口 ＝ 国土交通省「一級水系における流域等
の面積、総人口、一般資産額等について（流
域）」を参照（最終閲覧日2013年4月）

【手取川流域の地図】
国土交通省国土数値情報「河川データ（平成
19年）、流域界データ（昭和52 年）、行政区
域（令和5）、鉄道データ（令和5年）、高速
道路時系列データ（令和5年）」より編集部で
作図
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中
央
分
水
嶺
を
越
え
て

手
取
川
へ

　

こ
れ
ま
で
、
遠お

ん

賀が

川が
わ

（
高
校
生
ま
で
）、

利
根
川
水
系
（
大
学
時
代
）、
木
曽
川
水
系

（
新
社
会
人
時
代
）
の
平
野
部
で
生
活
し
て

い
た
私
は
、
地
域
を
転
々
と
し
な
が
ら

も
主
に
太
平
洋
側
の
気
候
風
土
の
な
か

に
い
た
。
よ
く
晴
れ
て
、
冬
場
は
乾
燥

し
て
い
て
、
大
き
な
平
野
を
川
は
お
だ

や
か
に
滔
々
と
流
れ
て
い
る
。
し
か
し

４
回
目
の
引
っ
越
し
先
の
風
景
は
一
変

し
た
。
岐
阜
か
ら
中
央
分
水
嶺
を
越
え

て
、
太
平
洋
側

⇔

日
本
海
側
、
平
野
部

⇔

山
間
部
と
い
う
対
極
に
あ
る
場
所
。

　

分
水
嶺
を
越
え
て
や
っ
て
き
た
手
取

川
流
域
の
毎
日
は
新
鮮
で
驚
き
の
連
続

だ
。
驚
き
の
一
つ
が
変
化
し
つ
づ
け
る

地
形
。
上
流
は
と
て
つ
も
な
い
量
の
雪

が
降
り
、
山
が
壊
れ
つ
づ
け
、
大
岩
が

川
に
流
れ
込
ん
で
く
る
。
中
流
で
あ
る

の
に
谷
底
深
く
流
れ
る
川
、
幾
度
の
大

氾
濫
が
つ
く
り
出
し
た
壮
大
な
下
流
域

の
扇
状
地
地
形
。
ど
れ
も
初
め
て
の
風

景
ば
か
り
だ
。

　

こ
の
風
景
の
ゆ
え
ん
を
知
る
の
に
重

要
な
の
が
手
取
川
の
昭
和
９
年
災
害
だ
。

１
９
３
４
年
（
昭
和
９
）
７
月
11
日
未
明
か

ら
手
取
川
は
上
流
、
下
流
と
も
に
大
災

害
と
な
っ
た
。
推
定
１
億
㎥
も
の
土
砂

が
崩
壊
し
、
川
に
流
れ
こ
み
、
上
流
の

一
集
落
（
市
ノ
瀬
）
を
飲
み
川
底
が
10
ｍ

坂本さんと行く川巡り  第25回  
Go ! Go ! 109水系

1 0 9水系
1964年（昭和39）に制定された新河川法では、分水界や
大河川の本流と支流で行政管轄を分けるのではなく、中小河
川までまとめて治水と利水を統合した水系として一貫管理す
る方針が打ち出された。その内、「国土保全上又は国民経済
上特に重要な水系で政令で指定したもの」（河川法第4条
第1項）を一級水系と定め、全国で109の水系が指定され
ている。

川名の由来【手取川】
約700年前、源平の戦で木曽義仲が南進していたとき大き
な川に出くわし、なかなか渡れないので武士たちが互いに手
を取り合い渡ったことから手取川の名が付いたとされる。

1987年福岡県生まれの川系男子。北九州で育ち、高校
生になってから下校途中の遠賀川へ寄り道をするようにな
り、川に興味をもちはじめ、川に青春を捧げる。全国の河川
市民団体に関する研究や川を活かしたまちづくりの調査研
究活動を行なっている。筑波大学大学院システム情報工
学研究科修了。白川直樹研究室「川と人」ゼミ出身。博
士（工学）。国立研究開発法人土木研究所自然共生研
究センター専門研究員、東京大学地域未来社会連携研究
機構北陸サテライト特任助教を経て2023年10月より現職。

坂本 貴啓 
さかもと  たかあき

金沢大学 人間社会研究域地域創造学系 講師

手取川が形成した扇状地を獅子吼（ししく）高原の展望台から望む白山雪解けの一滴がかたちづくる急流大河 手取川45



ダム

水害

砂
防

霞
堤

03
以
上
も
上
昇
し
た
。
下
流
は
右
岸
左
岸

と
も
に
堤
防
が
決
壊
し
、
平
野
一
帯
は

濁
流
に
飲
ま
れ
た
。

　

こ
の
壊
れ
や
す
い
山
を
水
源
に
も
ち
、

急
流
な
手
取
川
を
治
め
る
の
は
至
難
の

業
で
、
先
人
の
試
行
錯
誤
の
結
晶
が
上

流
の
白
山
砂
防
や
下
流
の
霞
堤
と
も
い

え
る
。
中
央
分
水
嶺
を
越
え
る
と
、
こ

ん
な
に
も
違
う
世
界
が
広
が
っ
て
い
る

の
だ
。

「
川
屋
さ
ん
」封
印
？

　

東
大
か
ら
与
え
ら
れ
た
ミ
ッ
シ
ョ
ン

は
、「
地
域
を
活
か
し
た
研
究
・
教
育
・

社
会
貢
献
」。
ま
だ
漠
然
と
し
て
い
る

命め
い

に
対
し
、
裁
量
が
試
さ
れ
る
。
こ
こ

ぞ
と
ば
か
り
に
、
得
意
分
野
の
川
に
関

す
る
課
題
で
地
域
づ
く
り
が
い
い
の
で

は
と
い
き
り
立
ち
、
か
わ
ま
ち
づ
く
り

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
を
始
め
た
。

　

こ
れ
も
に
ぎ
わ
い
創
出
と
い
う
地
域

課
題
解
決
の
大
事
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ

る
の
だ
が
、
何
か
が
違
う
。
半
年
経
ち
、

少
し
慣
れ
て
き
て
、
白
峰
の
人
た
ち
と

仲
よ
く
な
っ
て
き
た
頃
、
雑
談
や
飲
み

会
の
な
か
で
本
音
が
ポ
ロ
リ
と
聞
け
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

「
お
年
寄
り
の
買
い
物
で
困
っ
て
い

る
」
「
冬
の
観
光
の
需
要
が
落
ち
込

む
」
「
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
話
せ
る
場
が

な
い
」
「
子
ど
も
の
自
然
体
験
の
機
会

が
少
な
い
」
「
瞬
間
的
な
人
手
が
足
り

な
い
」
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
川
は
関
係
な

い
。
こ
れ
に
気
づ
い
て
か
ら
私
は
い
っ

た
ん
「
川
屋
」
を
封
印
し
た
。
自
分
が

何
屋
さ
ん
か
わ
か
ら
な
く
な
る
く
ら
い

地
域
の
困
り
ご
と
に
応
え
て
み
よ
う
と

決
意
し
た
。

水
源
地
域
に
残
さ
れ
た

資
源
か
ら
活
動
を
開
始

　

白
峰
に
来
て
最
初
の
半
年
は
地
域
に

慣
れ
て
い
く
時
間
で
特
に
大
き
く
動
く

こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
雪
解
け
と
と
も

に
川
に
限
ら
ず
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
始

め
て
み
た
。

　

最
初
に
行
な
っ
た
の
は
、
サ
テ
ラ
イ

ト
の
開
放
。
普
段
一
人
で
サ
テ
ラ
イ
ト

に
い
る
だ
け
で
は
古
民
家
管
理
人
で
し

か
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
は
い
ろ
ん
な
人

に
サ
テ
ラ
イ
ト
を
使
っ
て
も
ら
え
る
よ

う
、
場
づ
く
り
を
始
め
た
。
お
じ
い
ち

ゃ
ん
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
と
は
週
に
１

回
の
茶さ

話わ

会
。
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
お

し
ゃ
べ
り
し
、
何
気
な
い
会
話
の
な
か

か
ら
地
域
課
題
が
掘
り
起
こ
さ
れ
る
。

　

白
峰
周
辺
の
行
政
と
の
連
携
づ
く
り

も
模
索
し
た
。
白
峰
周
辺
の
行
政
出
先

機
関
の
国
交
省
、
環
境
省
、
林
野
庁
、

石
川
県
、
白
山
市
な
ど
と
住
民
が
月
に

１
回
集
ま
る
場
を
つ
く
る
こ
と
で
、
官

民
の
連
携
が
円
滑
に
な
り
、
白
山
麓
の

課
題
を
気
軽
に
相
談
し
合
え
る
関
係
づ

く
り
を
目
指
し
た
。
ま
た
、
車
を
持
た

な
い
お
年
寄
り
が
地
域
で
日
用
品
を
買

え
な
い
困
り
ご
と
に
対
し
、
企
業
と
連

御菓子処たなか三代目店主　
田中栄一さん

国土交通省金沢河川国道事務所
手取川ダム管理支所長　府錄英雄さん

国土交通省金沢河川国道事務所
白峰砂防出張所長　佐成孝夫さん

国土交通省金沢河川国道事務所
手取川出張所長　能澤祐明さん

1手取川中流域にある落差32ｍ
のダイナミックな滝「綿ヶ滝（わたが
たき）」　2透過型の堰堤が設けら
れた手取川の支流「尾添川（おぞ
がわ）」　3手取川下流域には氾
濫による水害を抑制するため霞堤
が連続して設けられている

4死者97名、行方不明者15名という甚大な被害をもたらした昭和9年7月の大水害を後世に示す碑　
5昭和9年7月の大水害を忘れてはいけないという思いで田中栄一さんが考案し製造している最中「手取川昭和九年」

火山でもある白山の地層は
常に動き続けているので、地
層の崩れを抑える砂防堰堤
の維持・整備を行ない、山麓
の暮らしを守っています。

手取川の治水に古くから用いてい
る霞堤は、水を計画的に溢れさせ
るだけでなく、氾濫して拡散した水
を河道に戻す役割もあり、今の流
域治水にも通じる術と言えます。

手取川ダムによって、2022年8
月の洪水時には上流で降っ
た雨をすべて貯水し、2023年
夏の渇水時には取水制限せ
ず水を供給しつづけました。

郷土の歴史と文化
のことをお菓子に添
えて伝えられないか
と思い、昭和9年手
取川水害を伝える
最中を考案しました。

13 2

4

5
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手取川流域で行なった主な活動
01 ライン館茶話会
地域の人が集まってお茶を飲
みながら交流。小さな悩みな
どが聴ける。

月3回、
10名/回

02 ライン会議
　  （白山麓直轄事業連絡会議）
国・県・市の出先機関や地域の
人が集まって事業や行事を共
有する場。官民連携が図れる。

月1回、
15名程度

03 手取川ダムカレー開発
新たな観光層として、ダムマニ
アを呼び込もうと始めたもの。
「住民参加型建設」で開発。

古民家カフェで
観光客メニュー
として定着

04 しらみね買い物支援
遠くに買い物に行けない高齢
者のために企業に来てもらう
取り組み。企業連携を図る。

年3回程度、
50名/回

携
し
た
買
い
物
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も

実
施
し
た
。

　

一
方
、
川
だ
け
を
軸
に
始
め
た
地
域

づ
く
り
活
動
だ
っ
た
が
、
川
に
密
接
に

絡
む
も
の
も
出
て
き
た
。
観
光
の
取
り

組
み
に
は
「
手
取
川
ダ
ム
カ
レ
ー
」
の

開
発
が
一
役
買
っ
た
。
観
光
需
要
が
落

ち
込
む
冬
に
、
ダ
ム
マ
ニ
ア
を
呼
び
込

む
手
取
川
ダ
ム
カ
レ
ー
は
、
地
域
の
お

母
さ
ん
た
ち
や
建
設
会
社
の
お
じ
さ
ん

た
ち
と
と
も
に
手
取
川
ダ
ム
の
構
造
や

地
域
食
材
に
こ
だ
わ
っ
て
つ
く
っ
た
。

ダ
ム
カ
レ
ー
の
食
材
と
し
て
、
白
山
は

堅か
た

豆ど
う

腐ふ

、
桑
島
化
石
壁
（
日
本
地
質
学
発
祥

の
地
）
は
ベ
ー
コ
ン
、
ダ
ム
湖
に
沈
む

恐
竜
の
足
跡
化
石
は
お
か
ら
ハ
ン
バ
ー

グ
、
流
木
は
油
揚
げ
で
表
し
、
ラ
イ
ス

の
盛
り
方
は
ロ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ダ
ム
の
構

造
を
模
し
て
カ
レ
ー
粉
を
ま
ぶ
し
、
岩

の
感
じ
を
演
出
し
た
。

　

一
つ
ひ
と
つ
点
を
つ
く
っ
て
い
く
活

動
を
俯
瞰
し
て
、
私
は
「
水
源
地
域
振

興
」
と
総
称
す
る
よ
う
に
し
た
。
こ
こ

で
い
う
水
源
地
域
と
は
、
白
山
に
ほ
ど

近
く
、
ダ
ム
の
上
流
域
の
集
落
の
こ
と

を
指
す
。
ダ
ム
上
流
の
水
源
地
域
と
は

人
口
自
然
減
が
著
し
い
う
え
、
集
団
移

転
と
い
う
社
会
減
も
経
験
し
て
お
り
、

典
型
的
な
過
疎
地
域
と
も
い
え
る
。
そ

ん
な
条
件
の
な
か
で
も
、
水
源
地
域
に

残
さ
れ
た
自
然
資
本
や
人
的
資
源
を
活

用
し
な
が
ら
工
夫
と
熱
意
で
地
域
を
振

興
し
て
い
く
こ
と
は
サ
テ
ラ
イ
ト
の
活

動
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
べ
き
だ
と
、

軸
と
す
る
テ
ー
マ
が
固
ま
っ
た
。

大
学
生
が
か
か
わ
る

新
た
な
継
承
の
か
た
ち

　

サ
テ
ラ
イ
ト
の
あ
る
場
所
は
、
手
取

川
と
支
流
の
大お
お

道み
ち

谷だ
に

川が
わ

に
挟
ま
れ
た
河

岸
段
丘
の
上
に
あ
る
。
そ
の
サ
テ
ラ
イ

ト
の
前
に
は
、
家
々
の
前
を
流
れ
る
伝

統
的
水
路
の
「
ミ
ン
ジ
ャ
」
が
流
れ
て

い
て
、
夏
場
は
窓
を
開
け
て
い
る
と
、

水
の
せ
せ
ら
ぎ
が
聞
こ
え
て
き
て
、
心

地
よ
く
仕
事
が
で
き
る
。

　

ミ
ン
ジ
ャ
は
江
戸
時
代
、
白
山
麓
初

代
大
庄
屋
の
加
藤
藤
兵
衛
に
よ
り
改
修

さ
れ
、
そ
の
後
、
水
道
用
水
、
消
防
用

水
、
流
雪
用
水
に
転
用
さ
れ
な
が
ら
使

わ
れ
て
き
た
。
高
標
高
・
豪
雪
地
域
が

生
み
出
し
た
優
れ
た
水
路
イ
ン
フ
ラ
だ
。

　

白
峰
に
来
て
迎
え
る
最
初
の
夏
、
い

ろ
ん
な
活
動
で
出
会
っ
た
大
学
生
が

「
ま
た
来
た
い
」
と
サ
テ
ラ
イ
ト
に
よ

く
や
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
何
か

の
つ
い
で
に
来
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な

い
が
、
大
学
生
ら
は
調
査
や
地
域
で
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
た
い
、
非
日
常
を
味

わ
い
た
い
な
ど
動
機
は
そ
れ
ぞ
れ
。
北

は
北
海
道
、
南
は
九
州
と
い
ろ
い
ろ
な

地
域
か
ら
や
っ
て
く
る
大
学
生
た
ち
は

「
し
ら
み
ね
大
学
村
」
と
い
う
サ
ー
ク

ル
を
つ
く
っ
た
。
白
峰
の
地
域
貢
献
に

雪だるまカフェ　永吉睦（あつし）さん

【白山】堅豆腐【ダム湖】ほうれん草カレー

【ロックフィル式ダム】
カレー粉をまぶしたライス

【桑島化石壁】厚切りベーコン

【ダム下流の木々や流路】
季節の野菜

【かつての桑島集落】
白山焼カレー皿

【ダムカレーカード】
食べた人全員にプレゼント

【恐竜の足跡化石】
堅豆腐おからハンバーグ

【建設】
特製スコップスプーン

【流木】
油揚げ

当初はダムカレーと
いうジャンルすら知
りませんでしたが、
試行錯誤しながら
白峰の表現にこだ
わってつくりました。

01、02、04
提供：坂本貴啓さん

白山雪解けの一滴がかたちづくる急流大河 手取川47



06

05

水路

伝統

手取川流域で行なった主な活動

05 しらみね大学村
大学生が入れ替わり立ち替わ
りくる村づくりを構想に掲げるサ
ークル。新たな関係人口づくり。

28大学参加、
680名/年訪問

06 大学村報恩講
大学村開村一周年を記念し
て行なわれた行事。継承危機
の報恩講を新たな継承のかた
ちとして模索。

準備者含め
約50名参加

07 白山手取川ジオパーク水リレー
白山手取川ジオパークの世
界認定を祝って、白山の雪解
け水を上流から下流まで人が
リレーし、水の旅を体現する。

約500名参加

取
り
組
ん
だ
り
、
山
や
川
を
散
策
し
た

り
し
な
が
ら
白
峰
を
満
喫
し
て
い
る
。

　

彼
ら
を
見
て
い
て
、
「
大
学
生
が
入

れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
訪
れ
る
村
を
つ

く
ろ
う
」
と
新
た
な
関
係
人
口
づ
く
り

が
始
ま
っ
た
。

　

大
学
生
た
ち
は
、
お
祭
り
、
買
い
物

支
援
、
温
泉
掃
除
、
雪
か
き
支
援
な
ど

主
体
的
に
い
ろ
ん
な
こ
と
に
取
り
組
ん

で
い
っ
た
。
そ
ん
な
彼
ら
は
、
白
峰
で

継
承
の
危
機
に
あ
る
報ほ
う

恩お
ん

講こ
う

行
事
の
実

践
に
も
取
り
組
ん
だ
。

　

お
寺
の
多
い
白
峰
で
昔
か
ら
一
年
の

な
か
で
重
要
と
さ
れ
て
き
た
報
恩
講
は
、

浄
土
真
宗
の
祖
、
親
鸞
聖
人
の
命
日
の

前
後
に
各
家
で
法
要
を
行
な
う
。
法
要

後
、
親
鸞
聖
人
の
好
物
と
伝
わ
る
料
理

を
お
膳
に
さ
ま
ざ
ま
準
備
し
、
法
要
者

全
員
で
い
た
だ
く
。
各
家
で
行
な
わ
れ

て
き
た
報
恩
講
料
理
は
大
量
か
つ
趣
向

を
こ
ら
し
た
料
理
が
特
徴
で
、
春
先
か

ら
秋
ま
で
山
菜
集
め
、
野
菜
集
め
、
秋

の
味
覚
集
め
、
料
理
づ
く
り
な
ど
手
間

ひ
ま
か
か
る
た
め
、
高
齢
化
が
進
む
と

厳
し
い
。
つ
く
っ
て
い
る
家
は
わ
ず
か

数
軒
に
な
っ
て
き
た
。

　

そ
の
報
恩
講
を
大
学
生
が
体
験
活
動

と
し
て
主
催
し
、
一
年
か
け
て
地
域
の

人
と
一
緒
に
さ
ま
ざ
ま
な
工
程
を
準
備

し
、
お
世
話
に
な
っ
た
人
を
招
い
て
実

施
し
た
。
高
齢
者
だ
け
で
は
実
践
が
難

し
い
も
の
を
大
学
生
が
入
る
こ
と
で
新

た
な
継
承
の

一
つ
の
か
た

ち
を
提
示
し

た
と
も
い
え

る
。
山
菜
や

き
の
こ
な
ど
、

水
源
地
域
の

恵
み
の
享
受

は
も
と
よ
り
、

地
域
と
の
信

頼
関
係
の
う
え
で
成
り
立
つ
も
の
で
あ

り
、
彼
ら
の
一
年
の
集
大
成
と
な
っ
た
。

点
か
ら
線
へ
、

そ
し
て
面（
流
域
）へ

　

川
と
一
見
か
か
わ
り
の
な
い
活
動
も

多
く
行
な
っ
た
一
年
目
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
小
さ
な
活
動
の
種
ま
き
期
間
だ
っ
た
。

サ
テ
ラ
イ
ト
を
年
間
訪
れ
る
人
は
延
べ

３
０
０
０
人
を
超
え
る
（
住
民
5
割
、
学
生
２

割
、
研
究
者
１
割
、
行
政
１
割
、
企
業
１
割
程
度
）
。

誰
も
知
ら
な
い
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た

私
の
一
人
サ
テ
ラ
イ
ト
活
動
は
点
と
点

が
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。

　

白
峰
内
で
は
、
恐
れ
多
く
も
よ
そ
者

と
し
て
は
私
が
初
め
て
白
山
祭
り
の
主

役
で
あ
る
泰た
い
ち
ょ
う澄大

師
役
を
担
う
こ
と

に
な
り
、
こ
ん
な

光
栄
な
こ
と
は
な

か
っ
た
。
ま
た
、

水
源
地
域
白
峰
で

林西寺　加藤彰教さん

しらみね大学村　永吉証さん（左）、加藤智大さん（右）

白山砂防科学館　山口幸一さん

9 2023年7月の
「白山まつり」で泰
澄大師役を務めた
坂本貴啓さん
提供：坂本貴啓さん

提供：坂本貴啓さん

提供：坂本貴啓さん

加藤藤兵衛がミンジャをつく
ったことで、人びとが住める範
囲が広がり、今の白峰集落を
かたちづくったと考えています。

手取川の源となる白山
の雪は、生活の基盤で
あると同時に「戦う相
手」でもありました。そう
いう厳しい自然のなか
で白山信仰など独自の
文化がかたちづくられ
てきたと感じています。

今の報恩講を自分たちの代がどのように守っ
ていくか、継承のかたちを模索する時にきてい
ます。他地域からの学生（大学村）も地域の人
と協力しながら実施することで、記録として残
すことができるのではないかと思っています。

6

9

6山の水を集めて集落内を流れる伝
統的水路「ミンジャ」　7暗渠化され
たミンジャが流れる現在の白峰集落
8ミンジャの水は最後こうして手取川
に戻す提供：坂本貴啓さん

7

8

水の文化 76号　Go!Go!109水系 48
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07

の
小
さ
な
活
動
は
手
取
川
を
通
じ
て
線

と
な
り
さ
ら
に
面
と
な
っ
て
一
気
に
派

生
し
て
い
っ
た
。

　

２
０
２
３
年
（
令
和
５
）
５
月
24
日
、
白

山
か
ら
流
れ
る
手
取
川
流
域
の
全
域
（
白

山
市
内
）
は
「
白
山
手
取
川
ジ
オ
パ
ー
ク
」

と
し
て
ユ
ネ
ス
コ
世
界
ジ
オ
パ
ー
ク
に

認
定
さ
れ
た
。
上
流
の
人
も
中
流
の
人

も
下
流
の
人
も
み
ん
な
歓
喜
し
た
。
流

域
全
体
で
一
体
感
を
も
っ
た
お
祝
い
が

で
き
な
い
か
と
有
志
で
企
画
し
た
の
が

「
白
山
手
取
川
ジ
オ
パ
ー
ク
水
リ
レ
ー
」

（
７
月
７
日
開
会
式
、
同
８
日
水
リ
レ
ー
）
だ
っ
た
。

聖
火
リ
レ
ー
の
よ
う
に
白
山
の
雪
解
け

水
を
ト
ー
チ
に
入
れ
、
上
流
の
白
峰
か

ら
川
に
沿
っ
て
下
り
、
海
を
目
指
す
約

70
㎞
。
平
成
の
大
合
併
で
生
ま
れ
た
白

山
市
（
１
市
２
町
５
村
）
の
上
流
―
中
流
―

下
流
の
人
が
協
力
し
な
が
ら
リ
レ
ー
し

て
い
き
、
海
で
待
つ
白
山
市
長
ま
で
水

を
届
け
た
。
白
山
手
取
川
ジ
オ
パ
ー
ク

の
水
の
旅
を
人
が
体
現
し
た
の
だ
。
総

勢
５
０
０
名
が
参
加
し
、
朝
出
発
し
た

雪
解
け
水
は
夕
方
に
は
海
ま
で
届
い
た
。

　

流
域
全
体
の
ス
ケ
ー
ル
の
取
り
組
み

で
非
常
に
挑
戦
的
な
も
の
で
は
あ
っ
た

が
、
点
の
活
動
で
つ
な
が
っ
て
い
っ
た

人
た
ち
が
大
き
な
力
と
な
っ
て
実
施
で

き
た
。
大
学
村
の
大
学
生
た
ち
は
運
営

ス
タ
ッ
フ
と
し
て
、
行
政
は
実
施
に
当

た
っ
て
河
川
や
道
路
、
公
園
の
管
理
者

と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
助
言
や
サ
ポ
ー
ト

を
、
公
民
館
は
地
域
と
の
さ
ま
ざ
ま
な

調
整
を
、
茶
話
会
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
は
旗
づ
く
り
で
応

援
を
演
出
、
子
ど
も
た
ち
は
一
生
懸
命

走
っ
て
く
れ
た
。

　

白
峰
の
一
人
サ
テ
ラ
イ
ト
か
ら
は
じ

ま
っ
た
活
動
は
、
一
人
ず
つ
が
つ
な
が

り
、
そ
の
つ
な
が
り
は
水
源
地
域
全
体

に
広
が
り
、
水
源
地
域
の
活
動
は
流
域

全
体
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
ま
る

で
白
山
の
一
滴
が
幾
度
も
合
流
を
繰
り

返
し
、
豊
富
な
水
を
湛
え
る
大
河
・
手

取
川
と
な
っ
て
い
く
よ
う
な
感
覚
す
ら

覚
え
た
。

　

水
リ
レ
ー
も
無
事
に
終
わ
り
、
世
界

に
手
取
川
で
の
取
り
組
み
を
発
信
し
た

と
こ
ろ
で
、
私
の
２
年
間
の
サ
テ
ラ
イ

ト
の
任
期
は
終
わ
っ
た
（
２
０
２
３
年
９
月

30
日
）
。
振
り
返
る
と
水
リ
レ
ー
は
異
世

界
に
や
っ
て
き
た
私
の
集
大
成
だ
っ
た

と
も
い
え
る
。

　

私
の
２
年
間
の
取
り
組
み
は
、
川
を

必
ず
し
も
意
識
し
て
い
る
わ
け
で
も
な

か
っ
た
。
た
だ
、
ふ
だ
ん
川
を
特
に
意

識
し
て
い
な
く
て
も
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

人
が
つ
な
が
る
際
に
い
つ
も
大
き
な
軸

と
し
て
手
取
川
が
あ
っ
た
。
私
は
知
ら

ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
川
を
つ
な
が
り

の
象
徴
と
し
て
掲
げ
て
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
川
と
い
う
存
在
は
脅
威
で
も

あ
り
、
恵
み
で
も
あ
り
、
川
の
前
に

人
々
は
平
等
で
、
誰
一
人
か
か
わ
り
な

く
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
に
と

っ
て
手
取
川
は
そ
ん
な
存
在
に
昇
華
さ

れ
て
い
っ
た
。

　

手
取
川
で
の
物
語
は
、
白
峰
に
ほ
ど

近
い
金
沢
大
学
に
移
っ
て
も
進
行
中
で
、

金
沢
―
白
峰
の
二
拠
点
生
活
を
し
な
が

ら
第
２
章
が
始
ま
っ
て
い
る
。

　
（
２
０
２
３
年
11
月
12
～
14
日
取
材
）

田村敏和白山市長（白山手取川ジオパーク推進協議会会長）提供：QINO

標高2702mの霊峰白山から標高0mの日本海
まで流れてきた水がどんな働きをして、人びと
に恵みをもたらしてきたかを考える機会となっ
たのが白山手取川ジオパークです。水リレー
が好例ですが、ジオパークを舞台に、わくわく
する活動がこれから生まれるのか楽しみです。

白山雪解けの一滴がかたちづくる急流大河 手取川49
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機関誌『水の文化』連載
「みず・ひと・まちの未来モデル」大毎編 

堂々完結！

渓流釣りまもなく解禁！
機関誌59号「釣りの美学」

栃木工場で墨田区主催「水の循環講座」を実施

　暦のうえではもう春。今年の啓蟄は3月5日だそ
うです。暖かくなると「外で遊びたいな」と思うのが
人の心情。「水温

ぬる
む」季節に「釣り」を楽しむ人は多

いと思います。水辺の静寂が一瞬にして興奮に転じ
る――それが釣りの醍醐味。機関誌59号の特集「釣
りの美学」は、ご家族やご友人に釣りの魅力を伝え
るのに最適です。ぜひHPでご覧ください！ 冊子をご
希望の方はHPからのご連絡をお待ちしております。

　2023年11月29日、ミツカン栃木工場において、
墨田区が主催する「水の循環講座※」の第3回「産業
と水」が開催されました。この企画は、2022年9月に
当センターが社員向けに実施した「ミツカンの水づ
かい」をきっかけに、墨田区から声をかけていただき
実現したものです。
　当日は、栃木工場の社員が先行企画での経験を踏
まえて、水の循環に焦点を当てた工場の取り組みを
参加者にお伝えしました。栃木工場が行なっている
地下水の取水から排水処理に至る一連のプロセス、
そして地域の水を大切にしていることについて理解
を深めていただきました。
　栃木工場の社員が自ら伝えることで、より実践的
でリアルな水の循環に関する取り組みを参加者にお
伝えすることができたと思います。

※墨田区「水の循環講座 2023-2024」
墨田区が主催する、現代社会に数多く存在する水の課題
のなかから、「江戸と水」「ごみと水」など毎回１つのテーマ
を取り上げ、各テーマに関する施設見学やまち歩きを行な
った全5回の講座。
https://peraichi.com/landing_pages/view/
sumidawater2324/

　本誌で連載中の「みず・ひと・ま
ちの未来モデル」。初年度は長野県
松本市、2年目は神奈川県真鶴町、そ
して3年目は新潟県村上市の大毎集
落を舞台に研究活動を行ないました。
大毎集落の研究成果は、2023年12
月10日、集落の方々にお伝えし、好
意的に受けとられたようです。（詳細は
pp.36-41）
　2023年12月27日、法政大学現
代福祉学部准教授の野田岳仁さん

と野田ゼミ3年生の皆さんがミツカン
の東京ヘッドオフィスに来訪。ミツカ
ン若手社員を含めて、9カ月間取り組
んだ研究活動を振り返り、語り合い
ました。
　本誌では紹介しきれなかった研究
成果の資料や学生さんたちの感想な
どをご覧いただくため、当センターの
HPで特設ページを準備中です。メー
ルマガジンなどでお知らせしますの
で、ぜひご覧ください。

センター活動報告

イベント

連載

バックナンバー
Pick up

vol. 01

5

4

古
来
、
釣
り
は
趣
味
と
し
て
、
ま
た
は
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
親
し
ま

れ
て
き
た
。例
え
ば
１
６
５
３
年
に
出
版
さ
れ
たIzaak W

alton

の 

“T
he C

om
pleat A

ngler

”（
邦
題『
釣ち

ょ
う
ぎ
ょ
た
い
ぜ
ん

魚
大
全
』）は
哲

学
に
始
ま
り（
釣
り
を
す
る
前
に
）、魚
の
種
類
、釣
り
方
、さ
ば

き
方
、
料
理
方
法
な
ど
ま
で
を
綴
っ
た「
釣
り
人
の
聖バ
イ
ブ
ル書

」と
呼

ば
れ
る
。
か
の
開
高
健
も
こ
の
書
の
愛
読
家
で
あ
り
、釣
り
を
す

る
と
き
は〈
そ
こ
に
あ
る
静
か
な
る
こ
と
を
学
べ（Study to be 

quiet

）〉と
い
う
言
葉
を
一
番
大
切
に
し
て
い
た
。

日
本
で
も
１
７
２
３
年（
享
保
8
）に
旗
本
の
津つ
が
る
う
ぬ
め

軽
采
女
が
著
し

た
と
さ
れ
る『
河か
せ
ん
ろ
く

羨
録
』や
江
戸
後
期
に
黒
田
五
柳
が
書
い
た
と

さ
れ
る『
釣ち

ょ
う
か
く
で
ん

客
伝
』に
お
い
て
、
釣
り
の
心
得
や
準
備
に
始
ま
り
、

や
は
り
魚
の
種
類
と
習
性
や
釣
り
方
、料
理
方
法
ま
で
記
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
釣
り
は
多
く
の
釣
り
人
に
よ
っ
て
、
静
寂
と
興
奮

の
狭
間
で
支
持
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ
し
て
、

魚
を
釣
る
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
生
ま
れ
る「
水
と
人
と
の
関
係

性
」に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

特
集 
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 目次 
巻頭エッセイ
 2 ひとしずく 水惑星との交信　大岡 玲 
 特集 釣りの美学 ── 静寂と興奮の狭間で 6 歴史  江戸で花開いた釣りの文化── 徳川治世下の釣客群像 　長辻象平 10 魅力  釣りを極めて「道」とする日本文化　ピーター フランクル 14 テンカラ  無駄をそぎ落とした究極の釣り「テンカラ」  石垣尚男 18 編集部体験  江戸前のハゼ釣りに「和竿」で挑戦 !　三ツ木新吉　 24 外来魚  釣って食べて学ぶ外来魚  平坂 寛 28 科学  魚は釣られたことを覚えている？── 「魚と人の交差点」を探る　吉田 誠 31 環境  ごみを拾う釣り人たち── 琵琶湖で始まった新たな交流 35 文化をつくる  「釣る」だけではない「釣り文化」　編集部
連載
 36 水の文化書誌 50　
  メコン川は流れる　古賀邦雄
 38 魅力づくりの教え11  
  まちの文化発信力を維持する人々  岡山県倉敷市　中庭光彦
 42 食の風土記 11　
  漁民から全国へ広まった「佃煮」　東京都中央区 45 Go! Go! 109水系 15 
  姶良火山の大噴火が築いた「シラス文化圏」の肝属川　坂本貴啓
 50 センター活動報告
 51 編集後記／ご案内
  (敬称略）

裏表紙上：己の気配を消して毛鉤を打ち込む。欺けるか、見

抜けるか。人と魚の知恵比べである（撮影：川本聖哉／山梨県・

小菅川） 下：歌川国芳が鉄砲洲（てっぽうず）で釣りをする人々

を描いた浮世絵『 東都名所 てつぽふづ』。鉄砲洲は今の

東京都中央区湊、明石町にあたる。地名の由来は、砂洲が

細長く鉄砲の形をしていたから、あるいは幕府がここで大砲を

試射したからともいわれる（中川船番所資料館蔵）
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表紙：陽光きらめく
海に

下ろした竿。釣り糸
の先

に広がる水の世界
を、釣

り人は想像しつづけ
る

（撮影：葛西亜理
沙／東京湾）
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排水処理設備で処理された水について参加者に説明するミツカン栃木工場の社員

ミツカン栃木工場の外観
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編
集
後
記

　

家
族
旅
行
で
体
験
し
た
そ
ば
打
ち
、
仕
事
中
に
か
き
こ
ん
だ
そ
ば
。

振
り
返
る
と
い
ろ
ん
な
場
面
で
思
い
出
さ
れ
る
そ
ば
は
、
シ
ン
プ
ル

で
あ
り
な
が
ら
味
わ
い
深
く
、
そ
ば
と
水
は
、
な
ん
だ
か
似
て
い
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。
日
常
に
豊
か
さ
を
も
た
ら
し
て
く
れ
て
い
る
も

の
に
気
づ
き
、
当
た
り
前
の
中
に
感
謝
す
べ
き
も
の
が
潜
ん
で
い
る

こ
と
を
改
め
て
実
感
し
ま
し
た
。（
五
）

　

う
ど
ん
派
の
家
庭
で
育
っ
た
た
め
、
す
す
り
方
、
そ
ば
湯
の
嗜
み

方
、
薬
味
の
添
え
方
な
ど
、
そ
ば
は
作
法
が
多
い
と
気
後
れ
し
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
取
材
で
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
こ
ん
な
に
体
に
も

頭
に
も
美
味
し
い
食
べ
物
は
な
い
の
だ
な
と
、納
得
し
ま
し
た
！ 

在

来
種
の
ソ
バ
の
美
味
し
さ
も
気
に
な
り
始
め
、
こ
れ
か
ら
は
も
っ
と

楽
し
く
そ
ば
を
食
べ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。（
松
）

　

日
本
の
ほ
と
ん
ど
の
地
域
は
軟
水
で
あ
り
、
軟
水
は
出
汁
の
う
ま

味
を
引
き
出
す
の
に
最
適
で
、
煮
る
、
茹
で
る
な
ど
水
を
多
く
使
用

す
る
調
理
法
を
作
り
上
げ
、
和
食
文
化
の
発
達
に
欠
か
せ
な
か
っ
た

の
だ
と
か
。
そ
ば
打
ち
も
水
分
の
浸
透
率
が
高
い
軟
水
が
適
し
て
い

る
ら
し
く
、
安
全
で
お
い
し
い
水
が
手
に
入
る
日
本
で
そ
ば
文
化
が

発
達
し
た
の
は
必
然
だ
っ
た
の
で
は
と
感
じ
た
。（
飯
）

　

と
り
あ
え
ず
は
食
べ
る
こ
と
か
ら
だ
と
思
い
、
出
先
で
の
昼
食
な

ど
は
そ
ば
を
食
べ
る
よ
う
に
し
て
み
る
と
、
わ
ず
か
な
が
ら
舌
は
肥

え
た
。
老
舗
で
も
立
ち
食
い
そ
ば
で
も
、
お
い
し
い
店
に
は
た
く
さ

ん
の
人
が
訪
れ
て
い
た
。工
夫
や
こ
だ
わ
り
が
価
値
に
つ
な
が
り
、そ

こ
に
敬
意
も
払
わ
れ
る
。
文
化
が
磨
か
れ
て
い
く
た
め
に
欠
か
せ
な

い
バ
ラ
ン
ス
を
、
そ
ば
の
世
界
に
見
た
気
が
す
る
。（
秋
）

　

そ
ば
打
ち
の
工
程
に
「
菊
練
り
」
が
あ
る
と
知
っ
て
、
大
学
で
学

ん
だ
陶
芸
を
思
い
出
し
た
。水
気
を
含
ん
だ
粘
土
の
ひ
ん
や
り
感
、ロ

ク
ロ
で
成
形
す
る
際
の
な
ん
と
も
い
え
な
い
気
持
ち
よ
さ
な
ど
、
時

間
を
忘
れ
て
没
頭
で
き
る
不
思
議
な
魅
力
が
あ
っ
た
。
多
く
の
人
を

虜
に
す
る
そ
ば
打
ち
に
も
、
同
じ
よ
う
な
魅
力
が
あ
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
そ
の
上
、
そ
ば
は
味
覚
で
も
楽
し
め
る
。（
力
）

　

葛
巻
町
「
森
の
そ
ば
屋
」
の
お
母
さ
ん
た
ち
は
豆
腐
と
鶏
卵
を
入

れ
て
そ
ば
を
打
つ
。
ほ
し
ひ
か
る
さ
ん
に
「
津
軽
そ
ば
」
が
大
豆
を

す
り
つ
ぶ
し
た
呉
を
つ
な
ぎ
に
使
う
の
は
参
勤
交
代
で
江
戸
か
ら
持

ち
帰
っ
た
方
法
が
残
っ
た
か
ら
と
教
え
ら
れ
、「
葛
巻
町
は
南
部
藩
か

ら
分
藩
し
た
八
戸
南
部
氏
の
領
地
だ
け
ど
、
何
か
つ
な
が
り
が
あ
っ

た
の
で
は
？
」
と
わ
く
わ
く
し
た
。
そ
ば
の
旅
は
楽
し
い
。（
前
）

こ
の
た
び
の
令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
で
被
災
さ
れ

ま
し
た
皆
さ
ま
・
ご
家
族
の
皆
さ
ま
に
、
心
よ
り
お

見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
被
災
地
の
一
日
も

早
い
復
旧
、
復
興
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
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読者に差し上げます。右の「76号アンケート」にWebから回答のうえご
応募ください。応募期限は2024年3月31日（日）とさせていただきます。
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 Inform
ation

①『そば学 sobalogy―食品科学から民俗学まで』（井上直人さんの著書）

②『蕎麦のひみつ―知識・愉しみかたがわかる本』（ほしひかるさんの監修）

③『新版 そば打ち教本―全麺協そば道段位認定制度公認テキスト』（そば打ちの技術・知識を網羅）

それぞれ1名

①
②

③

そば・そば打ちの関連の書籍をプレゼント！



（上）「森のそば屋」の水車を回すための水
路。そばと水の不可分な関係が現れている
撮影：渡邉まり子
（下）そば打ち講習会で参加者を指導するい
ばらき蕎麦の会の掛札久美子さん（右）。愛
好家たちもそば文化の一翼を担う
撮影：藤牧徹也

表紙：囲炉裏の前でざるそば
をいただく。岩手県葛巻町の
「森のそば屋」では、自家栽培
の在来種のソバを水車の動力
で挽き、その粉を地域の女性た
ちが手打ちしている
撮影：渡邉まり子

76水の文化 Feb 2024  No.

水
の
文
化

特
集 

そ
ば
と
水

水
の
文
化 

76
　February 2024

特
集
　
そ
ば
と
水




