
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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喜多方市

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
。

30水の文化 76号　特集　そばと水



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
）
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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」




