
秋
田
名
物
の「
新
屋
う
ど
ん
」
！

ベ
ン
チ
ャ
ー
精
神
で
上
方
に
も
出
荷
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秋田市の歴史に伝わる不思議な話、謎、謎、謎…

昭和初期のうどんやの様子

山積みの新屋うどんの木箱
（昭和初期）

「
干
う
ど
ん
」
業
界
に
遅
れ
て
参
入
し
た

「
新
屋
う
ど
ん
」
が
、
な
ぜ
、
贈
答
品
の
需

要
が
多
く
全
国
か
ら
優
れ
た
商
品
が
集
ま
る

上
方
で
、
短
期
間
に
評
価
を
得
る
こ
と
が
で

き
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
理
由
の
一
つ
に
は
、
新
屋
地
区
が
、

う
ど
ん
づ
く
り
に
欠
か
せ
な
い
水
と
塩
に
恵

ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
江

戸
時
代
、
新
屋
か
ら
浜
田
、
下
浜
の
海
岸
地

域
は
、
塩
焼
製
塩
が
盛
ん
で
あ
り
、
た
く
さ

ん
の
塩
が
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
う
ど
ん
は
、

小
麦
粉
を
塩
水
で
こ
ね
て
作
り
ま
す
の
で
、

質
の
高
い
湧
き
水
と
と
も
に
良
質
な
塩
の
産

地
で
あ
っ
た
新
屋
は
、
う
ど
ん
づ
く
り
に
適

し
た
場
所
で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
早
く
か

ら
酒
造
り
な
ど
、
食
品
製
造
業
が
盛
ん
で
、

食
品
を
作
る
技
術
・
知
識
が
豊
富
だ
っ
た
こ

と
も
、
良
質
な
う
ど
ん
づ
く
り
の
た
め
の
大

き
な
支
え
に
な
っ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
様
々
な
資
料
・
伝
承
な
ど
か
ら

浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
、
新
屋
う
ど
ん
成
功
の

何
よ
り
の
秘
密
は
、
新
屋
の
人
た
ち
の
エ
ネ

ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
販
売
・
Ｐ
Ｒ
活
動
で
し
た
。

新
屋
う
ど
ん
の
質
が
向
上
し
た
文
政
二
年

頃
、
商
品
Ｐ
Ｒ
の
た
め
、
試
食
用
の
う
ど
ん

を
大
量
に
集
め
、
京
都
方
面
に
船
で
運
ぼ
う

と
し
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。
結
果
は
船
が
途

中
で
落
雷
に
あ
い
果
た
せ
な
か
っ
た
よ
う
で

す
が
、
実
現
す
れ
ば
、
一
大
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

と
し
て
話
題
に
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
ま

た
、
う
ど
ん
の
販
路
拡
大
の
た
め
、
多
く
の

製
造
者
が
合
同
で
、
多
額
の
融
資
を
願
い
出

た
と
い
う
記
録
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
並
々

な
ら
ぬ
勇
気
と
決
意
が
必
要
な
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
新
屋
う
ど
ん
の
営
業
活
動

に
は
、
良
質
の
製
品
づ
く
り
に
努
力
す
る
と

と
も
に
、
斬
新
な
発
想
と
大
胆
な
行
動
に
よ

り
ユ
ニ
ー
ク
な
販
売
戦
略
を
展
開
す
る
、
現

在
の
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
に
も
通
じ
る
起
業
家

と
し
て
の
熱
意
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

名
産
品
と
し
て
盛
ん
に
製
造
さ
れ
た
新
屋

う
ど
ん
。
現
在
は
、
新
屋
に
そ
ん
な
名
産
品

が
あ
っ
た
こ
と
す
ら
忘
れ
ら
れ
か
け
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
秋
田
名
物
「
新
屋
う
ど
ん
」

誕
生
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、

チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
と
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
に
あ

ふ
れ
た
「
新
屋
衆
の
心
意
気
」
を
物
語
る
歴
史

の
一
コ
マ
と
し
て
忘
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
す
。

名
物
う
ど
ん
を
生
み
出
す

新
屋
衆
の
心
意
気
…
。

田
市
西
部
の
新
屋
地
区
は
、
古

く
か
ら
食
品
製
造
業
が
盛
ん

で
、
か
つ
て
、
上
方(

京
都
・
大

阪)

に
も
評
判
の
名
産
品
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
、「
新
屋
う
ど
ん
」
と
呼
ば
れ
る

干
う
ど
ん
。
江
戸
時
代
後
期
の
文
政
二
年

(
一
八
一
九
）
に
は
、
京
都
三
条
室
町
か
ら

注
文
が
あ
り
、
ま
た
翌
文
政
三
〜
四
年
に

は
、
新
屋
の
森
川
又
右
衛
門
、
佐
々
木
門

十
郎
が
、
地
元
の
「
か
た
く
り
麺
」
を
上
方

に
出
荷
し
た
と
さ
れ
、「
新
屋
う
ど
ん
」
の

品
質
の
高
さ
が
伺
わ
れ
ま
す
。

干
う
ど
ん
は
、
江
戸
時
代
に
は
、
非
常

に
高
級
品
で
あ
り
、
藩
主
や
富
豪
の
贈
答

用
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
新
屋

地
区
に
亀
田(

現
在
の
岩
城
町)

か
ら
製
法
が

伝
わ
り
、
う
ど
ん
が
作
ら
れ
は
じ
め
た
の

は
宝
歴
年
間
（
一
七
五
一
〜
一
七
六
四
）

で
、
稲
庭
う
ど
ん
の
製
法
を
学
び
品
質
が

大
き
く
向
上
し
た
の
が
文
政
の
頃
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
当
時
、
稲
庭
う
ど
ん
は
、
す

で
に
殿
様
の
評
判
の
贈
呈
品
と
し
て
知
ら

れ
、
ほ
か
に
も
全
国
各
地
で
有
名
な
う
ど

ん
が
、
製
造
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

今
回
は
、
高
級
贈
答
品
と
し
て
品
質
、

ブ
ラ
ン
ド
・
イ
メ
ー
ジ
が
求
め
ら
れ
る

秋


