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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）
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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


