
秋
の
秋
田
は
実
り
の
季
節
。
近
所
の
野
山
を

駆
け
巡
り
、
カ
キ
や
ア
ケ
ビ
、
サ
ル
ナ
シ
な
ど

の
実
を
採
っ
た
幼
少
の
頃
を
思
い
出
す
方
も
多

い
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
秋
の
代
表
格
と
い
っ
た
ら
や
は
り
キ

ノ
コ
。
本
格
的
な
キ
ノ
コ
採
り
シ
ー
ズ
ン
の
到

来
を
告
げ
る
ハ
ツ
タ
ケ
に
始
ま
り
、
秋
田
で
最

も
親
し
ま
れ
て
い
る
ア
ミ
タ
ケ
、
鍋
物
の
必
需

品
マ
イ
タ
ケ
な
ど
、
食
べ
ら
れ
る
だ
け
で
も
百

種
類
以
上
の
キ
ノ
コ
が
秋
の
野
山
を
お
お
う
。

中
で
も
最
も
一
般
的
な
キ
ノ
コ
で
あ
り
な
が
ら
、

秋
田
で
も
今
や
貴
重
品
と
な
っ
た
の
が
天
然
物

の
ナ
メ
コ
。
秋
も
最
中
の
十
月
か
ら
晩
秋
十
一

月
に
か
け
て
、
ブ
ナ
な
ど
の
紅
葉
樹
林
の
枯
幹
、

倒
木
、
切
り
株
上
に
群
生
す
る
天
然
ナ
メ
コ
は
、

香
り
、
味
、
そ
し
て
あ
の
独
特
の
ヌ
メ
リ
感
も

栽
培
物
と
は
格
段
の
差
が
あ
る
。
ま
さ
に
似
て

非
な
る
も
の
。
深
山
育
ち
ゆ
え
の
野
趣
あ
ふ
れ

る
キ
ノ
コ
本
来
の
味
が
楽
し
め
る
。

秋

田

の

四

季

故
郷
点
描

Vol.3

仙
北
郡
田
沢
湖
町

深
山
か
ら
の
秋
の
贈
り
物

な
め
こ

秋田の心を醸
か も

す、蔵元通信

季刊【蔵】参の巻

秋号

企
画
・
発
行
／
小
玉
醸
造
株
式
会
社
●
秋
田
県
南
秋
田
郡
飯
田
川
町
飯
塚
字
飯
塚
三
四
の
一

発
行
人
／
小
玉
真
一
郎
　
編
集
／
凸
版
印
刷
株
式
会
社
東
北
事
業
部
　
デ
ザ
イ
ン
／
有
限
会
社
オ
プ
　
写
真
／
四
倉
弘
幸

取
材
・
文
／
海
老
名
エ
デ
ィ
ト
リ
ア
ル
事
務
所

●
〒
0
1
8
-1
5
0
4
 ●
T
E
L
.0
1
8
-8
7
7
-2
1
0
0
 F
A
X
.0
1
8
-8
7
7
-2
1
0
4

深
山
か
ら
の
秋
の
贈
り
物

な
め
こ

k    u    r    a



然
醸
造
」
と
称
さ
れ
る
こ
の
方
法
。
一

年
六
ヶ
月
と
い
う
時
間
と
寒
暖
の
差

が
あ
っ
て
こ
そ
可
能
と
な
っ
た
自

然
の
摂
理
。
と
う
て
い
人
間
の

力
が
及
ぶ
世
界
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
ま
さ
に
、
自
然

が
生
ん
だ
味
の
芸
術
。

生
き
て
い
る
お
味
噌

な
ら
で
は
の
豊
か
な

風
味
を
お
楽
し
み
い

た
だ
け
ま
す
。

地
元
・
南
秋
田
郡
内
を
は
じ
め
隣
接
す
る
秋

田
市
内
で
最
も
親
し
ま
れ
て
い
る
の
が
当
社
の

蔵
で
生
ま
れ
る
「
秋
田
味
噌
」。
一
般
家
庭
で
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
郷
土
料
理
店
や
割
烹
な
ど

で
も
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
秋
田
を
代
表
す
る

故
郷
の
味
で
も
あ
り
ま
す
。
創
業
以
来
、
百
二

十
年
。昔
と
変
わ
ら
ぬ
そ
の
美
味
し
さ
の
秘
密
は
、

徹
底
し
た
品
質
管
理
と
、
良
質
な
味
噌
造
り
に

理
想
的
な
秋
田
な
ら
で
は
の
気
候
・
風
土
に
あ
る

と
い
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

だ
よ
り

前
号
で
紹
介
し
た
日
本
酒
同
様
、
味
噌
も
発

酵
と
い
う
天
然
の
力
を
借
り
て
作
ら
れ
る
自
然

食
品
で
す
。
米
麹
の
中
に
含
ま
れ
る
多
数
の
酵

素
と
、
当
社
の
蔵
に
住
み
付
い
た
良
質
な
酵
母

が
、
長
い
時
間
を
か
け
て
、
主
原
料
と
な
る
大

豆
の
中
か
ら
独
特
の
「
う
ま
み
」
と
「
甘
さ
」
を

引
き
出
し
ま
す
。
こ
の
働
き
に
際
し
必
要
と
な

る
の
が
、
変
化
に
富
ん
だ
秋
田
の
四
季
。
平
均

気
温
マ
イ
ナ
ス
2
〜
3
℃
の
厳
寒
期
に
仕
込
ま

れ
た
味
噌
は
春
に
向
け
て
ゆ
っ
く
り
と
発
酵
を

開
始
。
梅
雨
が
過
ぎ
、
東
北
と
は
い
え
ど
も
最

高
気
温
が
30
℃
を
超
え
る
日
が
続
く
夏
に
な
る

と
そ
の
活
動
も
ピ
ー
ク
と
な
り
、蔵
に
は
味
噌
独

特
の
芳
ば
し
い
香
が
た
だ
よ
い
は
じ
め
ま
す
。

し
か
し
、
ま
だ
こ
の
段
階
で
は
未
完
成
。
さ
ら

に
一
冬
を
越
し
、
じ
っ
く
り
熟
成
。
美
味
し
さ

が
す
べ
て
醸
し
出
さ
れ
た
翌
年
の
夏
の
頃
に
始

め
て
完
成
品
と
な
る
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る
「
天

完
熟

「
秋
田
味
噌
」の

美
味
し
さ
の
秘
密
。

各
地
方
、
そ
の
土
地
々
々
で
、
気
候
・
風
土
に
左
右
さ
れ

な
が
ら
独
自
の
味
が
造
ら
れ
ま
し
た
。

このほかに、調合味噌が全体の5％あります。

味
噌
ミ
ニ
知
識

味
噌
の
種
類
と
主
な
産
地

麹にする原料
による分類

米味噌

麦味噌

豆味噌

味や色による分類

甘味噌

甘口味噌

辛口味噌

甘口味噌

辛口味噌

白

赤

淡色

赤

淡色

赤

通　称

白味噌･西京味噌

江戸甘味噌

相白味噌

御前味噌

白から味噌･信州味噌

秋田味噌
津軽味噌･仙台味噌

麦味噌

麦味噌

豆味噌･八丁味噌

産　地

近畿･広島

東京

静岡･九州

徳島

長野･関東

秋田

青森･宮城

中国･四国･九州

埼玉･九州

愛知･岐阜･三重

創
業
来
の
伝
統
と
変
化
に
富
ん
だ
秋
田
の
四
季
が
、

美
味
し
さ
を
醸
し
出
し
ま
す
。

（味噌全体の80％）

（味噌全体の10％）

（味噌全体の5％）



へ
出
か
け
た
。
ロ
ー
マ
、
ミ
ラ
ノ
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
、
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
へ
は
何
度
も
旅
し
な
が
ら
、
な
か
な
か
他
の
都
市
ま

で
足
が
向
か
な
か
っ
た
の
だ
が
、
オ
ペ
ラ
を
現
地
の
歌
劇
場

で
楽
し
む
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、ナ
ポ
リ
を
は
じ
め
パ
ル
マ
、

そ
し
て
シ
チ
リ
ア
の
カ
タ
ー
ニ
ャ
ま
で
足
を
の
ば
す
よ
う
に

な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
に
は
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
が
な
か
っ

た
！
ど
の
リ
ス
ト
ラ
ン
テ
へ
出
か
け
て
も
、
ミ
ー
ト
ソ
ー

ス
は
あ
る
の
だ
が
、
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
が
な
い
。
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ

は
イ
タ
リ
ア
の
国
民
食
と
ば
か
り
思
い
込
ん
で
い
た
わ
た
し

は
本
当
に
驚
い
た
。

あ
る
リ
ス
ト
ラ
ン
テ
の
主
人
が
い
っ
た
。

「
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
で
は
、
パ
ス
タ
と
い
え
ば
ラ
ザ
ー
ニ
ャ
か
タ

リ
ア
テ
ッ
レ
、
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
が
食
べ
た
い
の
な
ら
ナ
ポ
リ

へ
お
行
き
な
さ
い
」

で
は
い
っ
た
い
“ミ
ー
ト
ソ
ー
ス
の
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
”は
ど
こ

で
生
ま
れ
た
？

ナ
ポ
リ
の
ス
パ
ゲ
ッ
ティ
と

稲
庭
う
ど
ん

わ
た
し
が
子
供
の
頃
、
大
好
物
だ
っ
た
も
の
に
“ミ
ー
ト

ソ
ー
ス
の
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
”が
あ
る
。
挽
き
肉
の
た
っ
ぷ
り

と
か
か
っ
た
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
は
、
な
ん
と
も
食
欲
を
刺
激
す

る
匂
い
を
立
ち
昇
ら
せ
て
、
お
腹
を
空
か
し
た
子
供
に
は
最

高
の
ご
馳
走
だ
っ
た
。 第3回

● e s s a y―m a s u h i r o  y am am o t o

●プロフィール
料理評論家。1948年生まれ。早稲
田大学卒業後、演芸評論を経て、「東
京味のグランプリ」（講談社）を出版後、
料理が活動の中心となる。
主な著書に「ダイブル」「味な宿に泊ま
りたい」（新潮社）など。「21世紀への
料理書」（小学館）近刊。最新情報は
http://www.so-net.ne.jp/telesco/

▲ ▼山本益博　 小林カツ代
リレーエッセイ

そ
れ
に
比
べ
る
と
、
う
ど
ん
は
年
寄
り
く
さ
い
食
べ
も
の

に
思
え
た
。
す
す
ん
で
食
べ
た
い
と
い
っ
た
こ
と
は
一
度
も

な
く
、
た
だ
風
邪
を
ひ
い
て
寝
こ
ん
だ
と
き
に
母
親
が「
身

体
が
温
ま
る
か
ら
」
と
い
っ
て
、
決
ま
っ
て
食
べ
さ
せ
ら
れ

た
の
が
“な
べ
焼
き
う
ど
ん
”だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
う
ど

ん
の
魅
力
を
知
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ず
っ
と
ず
っ
と
後

に
な
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

大
人
に
な
る
と
“ミ
ー
ト
ソ
ー
ス
の
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
”
は

“
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
・
ボ
ロ
ネ
ー
ゼ
”
と
い
っ
て
、
イ
タ
リ
ア
は

ボ
ロ
ー
ニ
ャ
生
ま
れ
の
料
理
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
れ

ま
で
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
は
ア
メ
リ
カ
の
料
理
と
ば
か
り
思
い
込

ん
で
い
た
わ
た
し
は
と
て
も
び
っ
く
り
し
た
の
だ
が
、
い
つ

か
イ
タ
リ
ア
へ
行
く
と
き
が
あ
っ
た
ら
、そ
の
“ミ
ー
ト
ソ
ー

ス
の
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
”の
故
郷
を
訪
ね
、
本
場
の
味
を
味
わ
っ

て
み
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
い
ま
か
ら
十
年
ほ
ど
ま
え
、
オ
ペ
ラ
見
物
と
ス

パ
ゲ
ッ
テ
ィ
を
食
べ
る
た
め
、
は
じ
め
て
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
地

山本 益博



口
当
た
り
の
な
め
ら
か
さ
。
そ
れ
で
い
て
う
ど
ん
な
ら
で
は

の
コ
シ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
醤
油
ベ
ー
ス
の
だ
し

と
相
性
が
よ
い
の
は
当
然
だ
が
、
オ
リ
ー
ヴ
オ
イ
ル
の
エ
キ

ゾ
チ
ッ
ク
な
香
り
や
野
禽
獣
の
ソ
ー
ス
に
だ
っ
て
、
妙
な
る

調
和
を
見
せ
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

稲
庭
う
ど
ん
が
秋
田
の
郷
土
食
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ど
こ
か

の
“ミ
ー
ト
ソ
ー
ス
”的
具
と
出
逢
う
こ
と
で
、
日
本
ば
か
り

か
世
界
の
パ
ス
タ
に
な
る
こ
と
だ
っ
て
夢
じ
ゃ
な
い
。

わ
た
し
は
こ
の
問
題
を
解
く
た
め
、ナ
ポ
リ
へ
向
か
っ
た
。

す
る
と
、ナ
ポ
リ
の
店
に
も
“ミ
ー
ト
ソ
ー
ス
の
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
”

が
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
“ト
マ
ト
ソ
ー
ス
の
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
”

は
あ
っ
て
も
、
あ
の
ケ
チ
ャ
ッ
プ
を
か
ら
ま
せ
た
“ス
パ
ゲ

ッ
テ
ィ
・
ナ
ポ
リ
タ
ン
”も
ど
こ
に
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
へ
渡
っ
た
ナ
ポ
リ
か
ら
の
移
民
が
ス

パ
ゲ
ッ
テ
ィ
を
伝
え
、
そ
こ
で
生
ま
れ
た
の
が
“ミ
ー
ト
ソ

ー
ス
”で
あ
り
“ナ
ポ
リ
タ
ン
”だ
っ
た
の
だ
。
い
っ
て
み
れ
ば
、

ナ
ポ
リ
生
ま
れ
ア
メ
リ
カ
育
ち
の
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
を
食
べ
て

い
た
こ
と
に
な
る
。

● e s s a y―m a s u h i r o  y am am o t o
ナポリのスパゲッティと稲庭うどん

「稲庭うどん」の誕生は、今から
300年以上も昔の江戸時代初めの
こと。この地に住む佐藤市兵衛とい
う人が、町内の三梨宮田地区産の小
麦を原料として、干しうどんや各種
麺類を作ったことに始まるとされて
います。その後、技を受け継いだ佐
藤吉佐衛門が幾たびかの改良を重
ね、宝暦11年(1752年）には秋田
藩の御用饂飩所の看板を拝領。以後、
一子相伝の技として佐藤家族に代々
受け継がれてきました。本来、門外
不出とされていたその製造法でした
が時代と共に町内に普及。現在は稲
川町内だけでも50社を越えるメー
カーがあるといわれています。

秋田の山里で生まれた
「稲庭うどん」

秋
田
の
稲
庭
う
ど
ん
は
、
県
南
の
雄
勝
郡
稲
川
町
稲
庭
で

作
ら
れ
て
い
る
。
秋
田
と
い
っ
て
も
山
間
部
だ
か
ら
米
ど
こ

ろ
で
は
な
く
、
小
麦
が
中
心
で
、
そ
れ
で
古
く
か
ら
う
ど
ん

が
盛
ん
に
作
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
、
や
っ
ぱ
り
良
質
の
水
。

農
民
た
ち
が
知
恵
を
し
ぼ
り
、
技
を
磨
き
、
小
麦
粉
を
水
で

練
っ
て
手
綯
う
ど
ん
に
し
た
の
だ
と
い
う
。
手
づ
く
り
の
乾

麺
と
し
て
は
、
す
で
に
三
百
年
以
上
の
伝
統
が
あ
る
。

稲
庭
う
ど
ん
の
特
徴
は
、
透
き
通
る
よ
う
な
艶
や
か
さ
と

そ
こ
で
、
う
ど
ん
で
あ
る
。
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
で
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ

を
食
べ
た
い
と
い
う
の
は
、
讃
岐
で
稲
庭
う
ど
ん
を
食
べ
た

い
と
い
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
。
う
ど
ん
は
国
民
食
で
は

あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
地
方
色
豊
か
な
郷
土
食
で
な
く
て
な

な
ら
な
い
。
小
麦
と
大
豆
の
名
産
地
に
は
必
ず
美
味
し
い
う

ど
ん
が
あ
る
。
そ
れ
に
塩
と
水
。
ナ
ポ
リ
だ
っ
て
、
デ
ュ
ラ
ム

小
麦
と
ヴ
ェ
ス
ヴ
ィ
オ
火
山
か
ら
湧
き
出
る
水
、
そ
れ
に
強
烈

な
太
陽
が
あ
っ
て
、は
じ
め
て
良
質
の
乾
麺
が
で
き
る
の
だ
。

“
ミ
ー
ト
ソ
ー
ス
”的
な

具
と
の
出
逢
い
で

稲
庭
う
ど
ん
は

郷
土
食
か
ら
世
界
の
パ
ス
タ
に
な
る
。



旅
行
雑
誌
な
ど
の
人
気
投
票
な
ど
で
常
に

上
位
に
ラ
ン
キ
ン
グ
さ
れ
る
乳
頭
温
泉
郷
。

秋
田
と
岩
手
の
県
境
近
く
、
奥
羽
山
脈
の
山

懐
深
く
に
、
孫
六
・
黒
湯
・
大
釜
・
鶴
の
湯
・
蟹

場
・
妙
の
湯
そ
し
て
国
民
休
暇
村
と
七
つ
の

温
泉
宿
が
た
た
ず
む
。
な
か
で
も
、
昔
な
が

ら
の
ひ
な
び
た
温
泉
宿
と
し
て
人
気
を
集
め

て
い
る
の
が
こ
こ
孫
六
温
泉
だ
。

孫
六
温
泉
の
開
湯
は
明
治
末
期
。
田
沢
湖

畔
に
住
む
田
口
久
吉
翁
が
笹
小
屋
の
湯
治
場

を
こ
の
地
に
作
っ
た
こ
と
に
始
ま
り
、
当
主

の
田
口
静
雄
さ
ん
で
六
代
目
。
外
観
こ
そ
比

較
的
新
し
く
見
え
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
の
多

く
は
創
業
当
時
か
ら
の
建
物
を
補
修
、
改
装

し
た
も
の
。
基
礎
や
柱
、
梁
な
ど
に
い
た
っ
て

は
開
湯
当
時
そ
の
ま
ま
だ
と
い
う
。
他
の
宿

同
様
に
、
最
近
は
長
期
滞
在
の
湯
治
客
が
め

っ
き
り
少
な
く
な
っ
た
と
い
う
孫
六
温
泉
だ

が
、
比
較
的
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
に
包
ま
れ

て
い
る
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
玄

関
先
ま
で
車
が
直
接
乗
り
入
れ
る
こ
と
が
で

き
な
い
た
め
だ
。
積
雪
期
は
大
釜
温
泉
付
近

か
ら
、
グ
リ
ー
ン
シ
ー
ズ
ン
で
も
黒
湯
温
泉

か
ら
歩
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ

十
五
分
、
五
分
と
距
離
的
に
も
時
間
的
に
も

わ
ず
か
で
は
あ
る
。
が
、
こ
の
へ
だ
た
り
が

孫
六
温
泉
を
守
っ
て
い
る
。
奥
さ
ん
の
み
ど

り
さ
ん
は
、
宿
泊
の
予
約
が
入
る
た
び
に

「
う
ち
の
宿
は
山
間
の
ひ
な
び
た
温
泉
宿
で

す
。
最
寄
の
駐
車
場
か
ら
少
し
歩
か
な
く
て

は
行
け
な
い
の
で
す
が
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う

﹇

﹈

よ
も
や
ま

見
聞
録

か
」
と
、
必
ず
電
話
口
で
確
認
す
る
。
電
気
は

自
家
発
電
。
電
灯
は
つ
く
が
テ
レ
ビ
は
な
い
。

お
客
さ
ん
に
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
素
朴
さ
や

不
便
が
魅
力
な
の
だ
が
、
宿
を
営
む
側
に
し

て
み
れ
ば
そ
の
不
便
さ
ゆ
え
の
苦
労
も
多
い
。

「
越
冬
用
の
燃
料
な
ど
か
さ
ば
る
も
の
は
秋

に
荷
揚
し
て
お
き
ま
す
が
、
生
鮮
品
な
ど
は

一
年
を
通
じ
て
毎
日
、
街
に
買
出
し
に
行
っ

て
い
ま
す
。
駐
車
場
か
ら
は
キ
ャ
タ
ピ
ラ
ー

式
の
農
業
用
運
搬
機
で
運
ぶ
こ
と
が
で
き
ま

す
が
、
毎
日
と
な
る
と
…
。
特
に
冬
は
運
搬

距
離
も
長
く
な
り
ま

す
し
、
雪
が
多
い
時

な
ど
は
今
で
も
背
負

っ
て
荷
物
を
挙
げ
る

こ
と
も
あ
る
ん
で

す
。
お
客
さ
ん
に
は

お
叱
り
を
受
け
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

せ
め
て
玄
関
先
ま
で

軽
ト
ラ
ッ
ク
が
入
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
楽
な

ん
で
す
け
ど
ね
」
と
、
本
音
も
チ
ラ
リ
。

そ
の
よ
う
な
苦
労
を
重
ね
な
が
ら
も
代
々

に
わ
た
り
孫
六
温
泉
を
守
り
続
け
て
き
た
田

口
さ
ん
一
家
だ
が
、
宿
存
続
の
危
機
と
ま
で

囁
か
れ
た
ア
ク
シ
デ
ン
ト
が
一
度
だ
け
あ
っ
た
。

平
成
二
年
七
月
中
旬
に
秋
田
県
地
方
を
襲
っ

た
集
中
豪
雨
で
あ
る
。
平
常
時
は
せ
せ
ら
ぎ

と
な
っ
て
流
れ
る
先
達
川
が
氾
濫
。
川
べ
り

に
あ
っ
た
露
天
風
呂
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

館
内
の
一
階
部
分
に
あ
っ
た
も
の
を
す
べ
て

流
し
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
惨

状
を
ま
の
あ
た
り
に
し
て
誰
も
が
宿
の
再
開

を
危
ぶ
ん
だ
。
が
、
田
口
さ
ん
一
家
の
熱
意

と
回
り
の
支
援
に
支
え
ら
れ
て
約
半
年
後
に

営
業
を
再
開
。
現
在
ま
で
宿
を
守
り
つ
づ
け

て
い
る
の
で
あ
る
。

登
山
客
や
観
光
客
で
に
ぎ
わ
う
紅
葉
の
季

節
を
迎
え
た
か
と
思
う
ま
も
な
く
、
山
に
は

冬
の
足
音
が
聞
こ
え
始
め
て
く
る
。

秘
湯
を
守
り
つ
づ
け
る

孫
六
温
泉
六
代
目
の
お
話

田口静雄さん(50歳)・みどりさん(49歳)
奥さん（みどりさん）のご両親であり、孫六温
泉の5代目にあたる田口孫助さん（72歳）、フ
サエさん(70歳)の親子4人が中心なって宿を
切り盛りしている。食事は静雄さん自らが採っ
てきた山菜・きのこを中心としたもの。取材時
(8月中旬）には天然の鮎も食卓を飾った。

プロフィール

乳頭温泉郷 孫六温泉
藩政時代から秋田藩の湯治場として知られる乳
頭温泉郷の中にある温泉のひとつ。温泉名は田
口家の屋号である孫六に由来する。風呂はすべ
て先達川沿い。源泉がそのまま湯船になってい
る石の湯、唐子の湯(男女別）のほか、露天風呂
(混浴･男女別)、打たせ湯の計7つの湯船がある。
宿一帯はブナ、ナラ、カエデなどの広葉樹に包
まれ9月下旬～10月中旬の紅葉も見事。
宿泊料金は1泊2食付9,000円。外来入浴は
400円。通年営業 ℡0187-46-2224

こ
の
た
た
ず
ま
い
を

い
つ
ま
で
も
伝
え
た
い
。

孫
六
温
泉

田
口
静
雄
さ
ん

み
ど
り
さ
ん
ご
夫
妻

ま

ご

ろ

く



秋
田
は
漬
物
の
宝
庫
で
あ
る
。
秋
田
弁

で
「
ガ
ッ
コ
」と
称
さ
れ
る
こ
れ
ら
漬
物
は
、

毎
日
の
食
卓
や
酒
の
席
に
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

お
茶
菓
子
替
り
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ほ
ど
広
く

親
し
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
種
類
も
実

に
多
彩
。
大
根
を
燻
っ
て
か
ら
糠
に
漬
け
る
秋

田
独
特
の「
燻
り
ガ
ッ
コ
」を
は
じ
め
、
ナ
ス
、キ

ュ
ウ
リ
、ウ
リ
、
フ
キ
、
ワ
ラ
ビ
、
ハ
ク
サ
イ
、
ミ

ズ
ナ
な
ど
多
種
多
様
な
野
菜
や
山
菜
が
そ
の
対

象
と
な
る
。
同
じ
素
材
で
も
地
域
や
各
家
庭
に

よ
っ
て
微
妙
に
そ
の
味
付
け
や
作
り
方
が
異
な

る
の
で
、
そ
の
種
類
・
味
は
ま
さ
に
無
限
大
と

言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

あきたの逸品漬物

商品についての問い合わせは

浅舞婦人漬物研究会　
●0182-24-0509

そ
の
漬
物
の
宝
庫
で
あ
る
秋

田
に
あ
っ
て
、
ひ
と
き
わ
人
気
を
博
し
て
い
る

の
が
、県
南
の
平
鹿
町
に
あ
る「
浅
舞
婦
人
漬
物

研
究
会
」の
漬
物
だ
。
昭
和
四
十
二
年
の
発
足

当
時
は
、
農
家
の
奥
さ
ん
た
ち
の
小
遣
い
稼
ぎ

程
度
の
規
模
だ
っ
た
も
の
が
、
現
在
で
は
町
を

代
表
す
る
特
産
物
に
ま
で
。と
は
い
っ
て
も
、
地

元
産
の
野
菜
を
地
域
に
伝
わ
る
方
法
で
漬
け
こ

む
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
発
足
当
時
そ
の
ま
ま
。

素
朴
で
ど
こ
か
懐
か
し
い
そ
の
味
は
、
ま
さ
に

郷
愁
を
さ
そ
う
故
郷
の
味
そ
の
も
の
だ
。

今
年
の
秋
田
は
暑
か
っ
た
。
小
玉
杜
氏
の
水

田
の
あ
る
飯
田
川
町
周
辺
で
も
37
℃
を
上
回
る

最
高
気
温
を
記
録
。
日
中
の
気
温
が
30
℃
を
越

え
る
真
夏
日
も
三
十
二
日
間
と
、
ま
さ
に
記
録

的
な
猛
暑
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
稲
の
成
育
も

例
年
よ
り
十
日
前
後
早
い
ス
ピ
ー
ド
で
進
み
、

七
月
中
旬
に
は
稲
穂
が
出
始
め
下
旬
に
は
開

花
。
杜
氏
の
予
想
で
は
稲
刈
り
も
例
年
よ
り
一

週
間
ほ
ど
早
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。

本
来
、
熱
帯
性
の
植
物
で
あ
る
稲
に
と
っ
て

夏
の
暑
さ
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
な
の
だ
が
、

こ
う
も
暑
い
と
品
質
に
影
響
を
与
え
る
高
温
障

害
が
心
配
さ
れ
る
と
い
う
。「
今
の
と
こ
ろ
順

調
に
育
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
今
年
の
よ
う

に
暑
す
ぎ
る
と
穂
の
殻
が
厚
く
硬
く
な
り
が
ち

な
ん
で
す
。
特
に
昼
と
夜
と
の
寒
暖
の
差
が
あ

ま
り
な
い
夏
は
、
稲
自
体
の
活
力
が
減
少
す
る

の
で
収
獲
量
が
若
干
減
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

「太平山特別限定酒」ができるまで②
杜氏自身が米づくりから手がけます

と
小
玉
杜
氏
。
米
を
作
っ
て
五
十
年
近
く
に
な

る
と
い
う
べ
テ
ラ
ン
で
も
あ
ま
り
経
験
が
な
い

と
い
う
今
年
の
夏
。
幸
い
に
も
水
の
管
理
は
徹

底
し
て
行
な
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
米
そ
の

も
の
の
品
質
に
は
あ
ま
り
影
響
は
な
い
と
の
事
。

黄
金
色
に
色
付
き
始
め
た
水
田
で
は
稲
穂
が

ま
す
ま
す
頭
を
垂
れ
、
収
獲
の
時
期
が
近
い
こ

と
を
語
っ
て
い
た
。

特別企画

倶 楽 部

今年はイナゴが大発生。

季
刊【
蔵
】
参
の
巻

酒
菜
探
訪

も
う
す
ぐ
刈
り
取
り
の
時
期
を
迎
え
ま
す
。

お
い
し
い
秋
田
米
と
の
相
性
も
抜
群
。

秋
田
で
は「
ガ
ッ
コ
」が
食
卓
の
必
需
品
。

次
回
は
、
稲
刈
り
か
ら
仕
込
み
直
前
ま
で
の

情
報
を
お
伝
え
す
る
予
定
で
す
。

食用米の「あきたこまち」に比べ
約10cmほど背が高い。

刈り取りまであと2週間ほどの美山錦。

■
表
紙
の
人

半
纏
は
蔵
人
達
の
心
意
気
を
表
す
ユ
ニ
ホ
ー

ム
。
涼
風
に
た
な
び
く
そ
の
半
纏
の
前
に
た

た
ず
む
の
は
酒
類
部
で
税
務
に
関
す
る
仕
事

を
一
手
に
担
う
小
林
誠
悦
さ
ん
。
手
に
す
る

帳
簿
に
は
、
こ
の
冬
仕
込
ん
だ
お
酒
の
醸
造

量
や
販
売
量
、
在
庫
量
な
ど
細
か
い
数
値
が

ギ
ッ
シ
リ
。
酒
蔵
な
ら
で
は
の
重
要
な
セ
ク

シ
ョ
ン
を
守
る
数
字
の
番
人
で
す
。

■
秋
田
の
秋
で
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
が「
鍋

っ
こ
遠
足
」。
今
流
行
の
ア
ウ
ト
ド
ア
レ
ジ
ャ
ー

の
原
点
の
よ
う
な
風
物
詩
で
、
気
の
合
っ
た
仲

間
が
屋
外
で
鍋
を
つ
つ
く
。
も
ち
ろ
ん
鍋
は

「
き
り
た
ん
ぽ
」や「
だ
ま
っ
こ
餠
鍋
」。
秋
晴
れ

の
空
の
下
で
い
た
だ
く
こ
の
味
が
ま
た
最
高
な

の
で
す
。

■
前
号
の
通
販
カ
タ
ロ
グ
ペ
ー
ジ
で
玲
琅
セ

ッ
ト
の
ご
紹
介
の
文
章
中
、
昭
和
九
年
と
表

記
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
正
し
く
は
昭
和
八

年
の
誤
り
で
し
た
。
こ
こ
で
訂
正
の
上
、
お

詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。


