
献
上
寒
晒
し
そ
ば

け
ん 

じ
ょ
う 

か
ん  

ざ
ら八

ヶ
岳
蕎
麦
切
り
の
会
の
皆
さ
ん

そ
ば

八ヶ岳蕎麦切りの会
八ヶ岳蕎麦切りの会は平成14年に有
志の市内そば店店主らによって、「地
元産の玄蕎麦を使った手打ちそばの
会」として設立されました。
八ヶ岳西麓産のそばは高原の冷涼な
気候と日照時間が長い事、昼夜の気
温の寒暖差が大きいなどと蕎麦の栽
培に適した地域であることを活かして、
「そば」をPRする活動をしている。

茅野市インターネット動画サイト『ビーナネットChino』では
茅野市の生活や文化・魅力を動画配信しています。

ラ
イ
バ
ル
が
手
を
組
み
、

そ
ば
を
Ｐ
Ｒ
し
て
い
く

　こ
の
地
域
で
そ
ば
を
作
り
、
提
供
し
て

い
る
人
た
ち
「
八
ヶ
岳
蕎
麦
切
り
の
会
」。

そ
の
発
足
は
平
成
14
年
の
こ
と
だ
っ
た
。

そ
ば
店
同
士
が
手
を
組
ん
で
茅
野
市
の
そ

ば
を
Ｐ
Ｒ
し
て
い
こ
う
じ
ゃ
な
い
か
、
と

い
う
こ
と
で
当
時
は
12
店
舗
ほ
ど
が
集

ま
っ
て
始
ま
っ
た
と
い
う
。
発
足
当
初
の

こ
と
を
現
会
長
の
宮
坂
新
一
さ
ん
は
「
そ

の
頃
は
、
茅
野
市
の
そ
ば
の
生
産
・
栽
培

八ヶ岳蕎麦切りの会　会長　宮坂新一さん

が
増
え
始
め
た
こ
ろ
で
、
生
産
者
の
方
々

が
一
生
懸
命
作
っ
た
美
味
し
い
そ
ば
を
茅

野
市
の
そ
ば
店
が
Ｐ
Ｒ
し
て
売
っ
て
い
こ

う
じ
ゃ
な
い
か
、
と
声
を
か
け
て
集
ま
り

ま
し
た
。」
と
話
す
。
商
売
で
は
ラ
イ
バ
ル

の
同
業
者
が
手
を
組
ん
で
一
緒
に
何
か
を

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
で
は
珍
し
い

こ
と
で
あ
っ
た
。

　現
在
の
八
ヶ
岳
蕎
麦
切
り
の
会
は
、
多

岐
に
わ
た
る
そ
ば
を
Ｐ
Ｒ
す
る
活
動
の
一

つ
と
し
て
、
自
分
た
ち
で
畑
を
借
り
て
、

そ
ば
を
栽
培
・
収
穫
し
、
献
上
寒
晒
し
そ

ば
（
以
下
、寒
晒
し
そ
ば
）
を
作
っ
て
い
る
。

将
軍
家
へ
献
上
し
て
い
た

伝
説
の
そ
ば
　
　
　
　

　寒
晒
し
そ
ば
の
歴
史
は
江
戸
時
代
に
さ

か
の
ぼ
る
。
当
時
、
こ
の
辺
り
で
は
将
軍

家
へ
の
献
上
品
と
し
て
干
し
た
わ
ら
び
を

納
め
て
い
た
が
、
あ
る
と
き
か
ら
寒
晒
し

そ
ば
を
納
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

「
寒
晒
し
そ
ば
を
献
上
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
は
古
い
記
録
か
ら
も
分
か
っ
て
い
る
こ

と
で
す
。
わ
ら
び
は
年
に
よ
っ
て
採
れ
た

り
採
れ
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
か
ら
、
代

わ
り
に
そ
ば
を
献
上
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で

始
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
」。

　将
軍
家
へ
献
上
さ
れ
て
い
た
寒
晒
し
そ

ば
。
味
は
上
品
な
ふ
ん
わ
り
と
し
た
甘
味
、

食
感
は
も
ち
も
ち
と
し
て
い
る
。「
寒
晒
し

そ
ば
は
、
作
る
過
程
の
中
で
冬
の
冷
た
い

水
に
そ
ば
を
晒
す
こ
と
で
た
ん
ぱ
く
質
が

抜
け
て
い
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
傷
み
が

少
な
く
な
り
、
雑
味
が
抜
け
て
も
ち
も
ち

し
た
食
感
と
ほ
の
か
な
上
品
な
甘
い
香
り

が
出
る
そ
ば
に
な
り
ま
す
。」
そ
う
語
る
宮

坂
さ
ん
は
そ
の
香
り
を
「
ア
ー
モ
ン
ド
の

よ
う
な
香
り
」
だ
と
表
現
す
る
。「
通
常
の

そ
ば
に
も
い
く
つ
か
種
類
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
ど
れ
と
も
ち
が
う
食
感
に
感
動
さ
れ

る
方
が
多
い
で
す
。」

現在はそばの振興を願う「新蕎麦献納祭」で諏訪大社上社に献納している
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そば切りの会に所属する店の店主たちが畑も整備し栽培します実が黒くなると収穫の合図

清流にそばを晒す 秋の風が吹き始める９月上旬、蕎麦は満開となる

自分たちが育てたそば粉を使い、精魂込めてそばを打つ

な
ぜ
水
に
晒
す
の
か

　宮
坂
さ
ん
に
よ
る
と
、
水
に
さ
ら
す
の

は
保
存
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
。「
現
代
は

冷
蔵
庫
と
か
保
存
の
技
術
が
発
達
し
て
い

ま
す
が
、
昔
は
穀
物
や
お
米
、
そ
ば
の
実

を
大
寒
の
頃
に
水
に
晒
す
こ
と
で
、
保
存

期
間
を
長
く
し
て
い
た
。
茅
野
市
の
気
候

や
風
土
を
利
用
し
た
保
存
技
術
と
し
て
晒
す

と
い
う
こ
と
を
編
み
出
し
た
よ
う
で
す
。」

１
年
を
か
け
て
作
ら
れ
る
寒
晒
し
そ
ば
　
　
　
　

　寒
晒
し
そ
ば
は
、
通
常
の
そ
ば
と
同
じ
よ
う
に
７
月
下
旬
に
種
ま
き
を
し
て
か
ら
栽
培
が
始

ま
る
。
夏
を
越
し
て
秋
、９
月
下
旬
か
ら
10
月
の
は
じ
め
に
刈
り
取
り
を
す
る
。
普
通
の
そ
ば
は
、

そ
の
刈
り
取
り
を
し
た
そ
ば
を
す
ぐ
に
製
粉
し
て
新
そ
ば
と
す
る
が
、
寒
晒
し
そ
ば
は
こ
こ
で

保
存
を
す
る
。
年
を
越
し
て
一
番
冷
え
込
み
、
水
が
き
れ
い
に
な
る
と
い
う
大
寒
（
１
月
20
日

こ
ろ
）
の
清
流
に
10
日
間
ほ
ど
そ
ば
を
晒
す
。
そ
の
後
、
引
き
上
げ
て
１
か
月
〜
１
か
月
半
ほ

ど
適
切
な
水
分
量
と
な
る
よ
う
に
見
極
め
な
が
ら
じ
っ
く
り
と
乾
燥
を
さ
せ
る
。
乾
燥
が
済
ん

だ
ら
製
粉
会
社
の
温
度
管
理
さ
れ
た
場
所
へ
保
管
。
こ
う
し
て
で
き
あ
が
っ
た
寒
晒
し
そ
ば
は
、

夏
の
一
番
暑
い
７
月
上
旬
か
ら
下
旬
に
献
上
寒
晒
し
そ
ば
と
し
て
販
売
す
る
。

寒晒しそば特有の上品で
ふんわりとした甘味ともち
もちとした食感は、水に
つけて食べることで感じ
やすいことから、つゆと
水を出してくれる店もあり
ます。

「
お
客
様
に
献
上
す
る
」そ
ん

な
思
い
で
提
供
を
続
け
る

　宮
坂
さ
ん
は
「
冬
が
と
て
も
寒
い
こ
の

地
域
で
そ
ば
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
、

地
域
の
特
徴
を
利
用
し
て
作
る
こ
の
そ
ば

は
、
素
晴
ら
し
い
資
源
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。」
と
話
す
。

　「大
昔
は
お
殿
様
へ
献
上
し
て
い
ま
し
た

が
、
今
は
お
客
様
を
お
殿
様
の
よ
う
に
思

い
献
上
す
る
と
い
う
気
持
ち
で
そ
ば
を

打
っ
て
い
ま
す
。
自
分
た
ち
が
手
を
か
け

て
作
っ
た
そ
ば
な
の
で
、
お
客
様
に
思
い

も
説
明
で
き
ま
す
か
ら
。」
と
強
く
語
っ
て

く
れ
た
。
過
去
に
有
志
で
復
活
さ
せ
た
寒

晒
し
そ
ば
。
そ
れ
を
提
供
し
続
け
る
こ
と

で
、
後
世
へ
と
継
承
し
て
い
く
と
い
う
強
い

思
い
が
八
ヶ
岳
蕎
麦
切
り
の
会
に
は
あ
る
。

「
寒
晒
し
そ
ば
」が
茅
野
市
の

フ
ァ
ン
を
生
み
出
す

　「茅
野
市
の
凍
み
の
気
候
・
風
土
を
利
用

し
て
、
か
つ
過
去
に
献
上
し
て
い
た
歴
史

が
あ
る
寒
晒
し
そ
ば
は
、
他
の
地
域
に
は

な
い
も
の
で
す
か
ら
、
そ
の
素
晴
ら
し
さ

を
自
分
た
ち
の
手
で
実
際
に
作
っ
て
お
客

様
に
伝
え
る
こ
と
が
自
分
た
ち
の
役
目
と

考
え
、
み
ん
な
で
寒
い
中
、
頑
張
っ
て
作
っ

て
い
ま
す
。」
と
宮
坂
さ
ん
は
自
分
の
作
る

そ
ば
に
対
す
る
努
力
を
続
け
て
い
く
。
こ

れ
か
ら
の
八
ヶ
岳
蕎
麦
切
り
の
会
は
、
寒

晒
し
そ
ば
を
提
供
す
る
だ
け
で
な
く
そ
の

先
ま
で
考
え
て
い
る
。「
自
分
た
ち
で
寒
晒

し
そ
ば
の
栽
培
か
ら
提
供
ま
で
行
う
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
数
年
が
経
ち
ま
す
が
、
今

ま
で
は
作
っ
て
売
る
と
い
う
の
が
主
体
で

し
た
。
こ
れ
か
ら
は
、
今
ま
で
以
上
に
寒

晒
し
そ
ば
を
食
べ
に
訪
れ
る
方
々
へ
茅
野

市
の
自
然
や
暮
ら
し
な
ど
、
色
々
な
も
の

を
寒
晒
し
そ
ば
を
通
じ
て
知
っ
て
い
た
だ

い
て
茅
野
市
の
フ
ァ
ン
に
な
っ
て
い
た
だ

き
た
い
、
そ
う
い
う
思
い
を
込
め
て
寒
晒

し
そ
ば
を
作
っ
て
行
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。」

　先
人
た
ち
の
思
い
を
引
き
継
ぎ
、
茅
野

の
気
候
を
活
か
し
た
そ
ば
を
広
め
る
八
ヶ

岳
蕎
麦
切
り
の
会
。
そ
ば
を
作
り
続
け
る

だ
け
で
な
く
、
茅
野
の
文
化
や
暮
ら
し
を

広
め
て
い
く
活
動
に
こ
れ
か
ら
も
注
目
し

て
い
き
た
い
。

【表紙写真の解説】
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か
月
〜
１
か
月
半
ほ

ど
適
切
な
水
分
量
と
な
る
よ
う
に
見
極
め
な
が
ら
じ
っ
く
り
と
乾
燥
を
さ
せ
る
。
乾
燥
が
済
ん

だ
ら
製
粉
会
社
の
温
度
管
理
さ
れ
た
場
所
へ
保
管
。
こ
う
し
て
で
き
あ
が
っ
た
寒
晒
し
そ
ば
は
、

夏
の
一
番
暑
い
７
月
上
旬
か
ら
下
旬
に
献
上
寒
晒
し
そ
ば
と
し
て
販
売
す
る
。

寒晒しそば特有の上品で
ふんわりとした甘味ともち
もちとした食感は、水に
つけて食べることで感じ
やすいことから、つゆと
水を出してくれる店もあり
ます。

「
お
客
様
に
献
上
す
る
」そ
ん

な
思
い
で
提
供
を
続
け
る

　宮
坂
さ
ん
は
「
冬
が
と
て
も
寒
い
こ
の

地
域
で
そ
ば
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
、

地
域
の
特
徴
を
利
用
し
て
作
る
こ
の
そ
ば

は
、
素
晴
ら
し
い
資
源
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。」
と
話
す
。

　「大
昔
は
お
殿
様
へ
献
上
し
て
い
ま
し
た

が
、
今
は
お
客
様
を
お
殿
様
の
よ
う
に
思

い
献
上
す
る
と
い
う
気
持
ち
で
そ
ば
を

打
っ
て
い
ま
す
。
自
分
た
ち
が
手
を
か
け

て
作
っ
た
そ
ば
な
の
で
、
お
客
様
に
思
い

も
説
明
で
き
ま
す
か
ら
。」
と
強
く
語
っ
て

く
れ
た
。
過
去
に
有
志
で
復
活
さ
せ
た
寒

晒
し
そ
ば
。
そ
れ
を
提
供
し
続
け
る
こ
と

で
、
後
世
へ
と
継
承
し
て
い
く
と
い
う
強
い

思
い
が
八
ヶ
岳
蕎
麦
切
り
の
会
に
は
あ
る
。

「
寒
晒
し
そ
ば
」が
茅
野
市
の

フ
ァ
ン
を
生
み
出
す

　「茅
野
市
の
凍
み
の
気
候
・
風
土
を
利
用

し
て
、
か
つ
過
去
に
献
上
し
て
い
た
歴
史

が
あ
る
寒
晒
し
そ
ば
は
、
他
の
地
域
に
は

な
い
も
の
で
す
か
ら
、
そ
の
素
晴
ら
し
さ

を
自
分
た
ち
の
手
で
実
際
に
作
っ
て
お
客

様
に
伝
え
る
こ
と
が
自
分
た
ち
の
役
目
と

考
え
、
み
ん
な
で
寒
い
中
、
頑
張
っ
て
作
っ

て
い
ま
す
。」
と
宮
坂
さ
ん
は
自
分
の
作
る

そ
ば
に
対
す
る
努
力
を
続
け
て
い
く
。
こ

れ
か
ら
の
八
ヶ
岳
蕎
麦
切
り
の
会
は
、
寒

晒
し
そ
ば
を
提
供
す
る
だ
け
で
な
く
そ
の

先
ま
で
考
え
て
い
る
。「
自
分
た
ち
で
寒
晒

し
そ
ば
の
栽
培
か
ら
提
供
ま
で
行
う
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
数
年
が
経
ち
ま
す
が
、
今

ま
で
は
作
っ
て
売
る
と
い
う
の
が
主
体
で

し
た
。
こ
れ
か
ら
は
、
今
ま
で
以
上
に
寒

晒
し
そ
ば
を
食
べ
に
訪
れ
る
方
々
へ
茅
野

市
の
自
然
や
暮
ら
し
な
ど
、
色
々
な
も
の

を
寒
晒
し
そ
ば
を
通
じ
て
知
っ
て
い
た
だ

い
て
茅
野
市
の
フ
ァ
ン
に
な
っ
て
い
た
だ

き
た
い
、
そ
う
い
う
思
い
を
込
め
て
寒
晒

し
そ
ば
を
作
っ
て
行
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。」

　先
人
た
ち
の
思
い
を
引
き
継
ぎ
、
茅
野

の
気
候
を
活
か
し
た
そ
ば
を
広
め
る
八
ヶ

岳
蕎
麦
切
り
の
会
。
そ
ば
を
作
り
続
け
る

だ
け
で
な
く
、
茅
野
の
文
化
や
暮
ら
し
を

広
め
て
い
く
活
動
に
こ
れ
か
ら
も
注
目
し

て
い
き
た
い
。

【表紙写真の解説】
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八ヶ岳蕎麦切りの会 会員

「献上寒晒しそば」が食べられるお店

八ヶ岳蕎麦切りの会に所属するそば店を紹介します。「幻のそば」と言われる寒晒しそばをご賞味ください。

K
A
N
Z
A
R
A
S
H
I S

O
B
A

＠
北
山

１

『
信
州
手
打
ち
そ
ば
工
房

　遊
楽
庵
』

K
A
N
Z
A
R
A
S
H
I S

O
B
A

＠
北
山

２

『
手
打
ち
そ
ば
処

　や
ま
な
み
』

K
A
N
Z
A
R
A
S
H
I S

O
B
A

＠
北
山

３

『
手
打
ち
そ
ば
処

　朝
日
ヶ
丘
』

K
A
N
Z
A
R
A
S
H
I S

O
B
A

＠
米
沢

４

『
本
手
打
ち
そ
ば 

味
処

　長
寿
更
科
』

K
A
N
Z
A
R
A
S
H
I S

O
B
A

＠
金
沢

６

『
信
州
本
手
打
そ
ば

　勝
山
そ
ば
店
』

道の駅ビーナスライン蓼科湖

から歩いてすぐのところにあ

ります。 店内からは店名の由

来である八ヶ岳連峰のやまな

みが望めます。

そばは地粉を、 水は蓼科山

の伏流水を使用。

蓼科湖と八ヶ岳を眺めながら

のそばは格別です !!

data

信玄隠し金山の里、 田舎の

ばあちゃんのそばがル－ツの

お店です。 鬼殻まで挽いた

粉をお湯打ち、 足踏みで作

ります。 口の中に広がる濃厚

なそばの味をご愛味下さい。

自家栽培の蕎麦の実 100％

使用の真手打そばはお勧め

の逸品。

白樺湖畔から一歩入ったとこ

ろに立地していて、 とても静

かに過ごせます。

お休みは不定期のためご注

意ください。

data

丹誠込めて作られた八ヶ岳山

麓産の玄蕎麦を使用。 産地

にこだわり、 香り高いそばだ

けを厳選しています。 つなぎ

を一切使用せず、 そば粉だ

けで打った十割そばは本来の

風味を十分に楽しめます。

data

国産玄そばと横谷峡の天然の

湧き水を使用し、 挽き立て ・

打ちたて ・ 茹でたて ・ つなぎ

なしの十割そばを提供してい

ます。

食事だけでなくそば打ち見

学 ・ そ ば 打 ち 体 験 が で き、

売店もあります。

茅野市北山 5513-281

0266-67-2343

11 ： 00 ～ 14 ： 00

なし

data

休

K
A
N
Z
A
R
A
S
H
I S

O
B
A

＠
米
沢

５

『
手
打
ち
そ
ば
の
呉
竹
房
』

ビーナスライン沿いに位置す

るお店。 信州産の吟味したそ

ば粉を使用。 店内で石臼を

使い自家製粉した粉を手打ち

で提供してくれます。

そば切り発祥の地東京で修行

した江戸前本手打ちそばをご

賞味いただけます。

data

１

４５

６

20

蓼科湖 乙女滝

北山小学校

米沢小学校

金沢小学校

茅野駅

湖東小学校

御座石神社

白樺湖

２

３

299

152

152

192

寒晒しそばの提供開始
日は「八ヶ岳蕎麦切り
の会」のホームページ
からご確認ください。

今年の寒晒しそばの
提供は７月下旬から！

茅野市北山蓼科湖畔

0266-67-2164

11 ： 00 ～ 15 ： 00

※そば売り切れ次第終了

※夜は予約のみ

水曜日休

茅野市米沢 3802-1

0266-72-6701

10 ： 30 ～ 21 ： 00

木曜日

※木曜日が祝日の場合　

　 変更

休

茅野市金沢 2332

0266-82-3556

11 ： 30 ～ 14 ： 30LO

※現在夜の営業は予約制

水曜日

data

休

茅野市米沢 7698

0266-73-6606

11 ： 00 ～ 14 ： 30

17 ： 00 ～ 19 ： 30LO

火曜日休

茅野市北山 3419

0266-68-2108

11 ： 00 ～ 15 ： 00

※そば売り切れ次第終了

不定休休

を紹介します

MAP
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