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久慈川
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鬼怒川
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天竜川
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北上川

最上川

雄物川

米代川

馬淵川
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岩木川

小川原湖

十和田湖

田沢湖

阿賀野川

只見川
猪苗代湖

中禅寺湖

霞ヶ浦

北浦

信濃川

新潟県

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】

28水の文化 76号　特集　そばと水



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
）
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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」




