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久
保
田
城
下
の
ま
ち
づ
く
り
が
本
格

的
に
始
ま
っ
た
の
は
慶
長
十
二
年(

一

六
〇
七)

。
町
並
み
が
そ
ろ
っ
た
の
は

寛
永
年
間(

一
六
二
四
〜
四
三)

と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

「
大
町(
一
・
二
・
三
丁
目)

」
は
、
商

業
の
中
心
地
と
し
て
外
町
の
中
で
い
ち

早
く
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に
移
り

住
ん
だ
の
は
、
土
崎
に
住
ん
で
い
た
裕

福
な
商
人
た
ち
。
佐
竹
義
宣
が
、
土
崎

の
湊
城
か
ら
久
保
田
城
に
移
っ
た
の
に

と
も
な
い
、
商
人
た
ち
を
強
制
的
に
移

住
さ
せ
た
と
い
い
ま
す
。
新
し
い
ま
ち

づ
く
り
の
経
済
基
盤
を
し
っ
か
り
さ
せ

る
た
め
に
は
、
知
識
と
経
験
に
長た

け
た

湊
商
人
は
欠
か
せ
な
い
存
在
だ
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

同
じ
く
土
崎
の
商
人
が
移
り
住
み
、

「
茶
町(

菊
ノ
丁
、
扇
ノ
丁
、
梅
ノ
丁)

」

が
作
ら
れ
ま
し
た
。
茶
町
の
人
た
ち
は
、

「
菊
ノ
丁
、
扇
ノ
丁
、
梅
ノ
丁
」
こ
そ
が

外
町
に
移
る
前
の
「
湊
大
町
」
で
あ
っ

た
と
主
張
し
ま
し
た
が
、
大
町
の
移
住

か
ら
四
、
五
年
遅
れ
た
た
め
、
は
じ
め

は
「
新
町
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

今
と
な
っ
て
は
大
町
の
町
名
の
由
来

を
明
ら
か
に
す
る
資
料
は
残
念
な
が
ら

残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、「
湊
大
町
」
と
い

う
町
名
の
存
在
は
、
な
ん
だ
か
関
係
が

あ
る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。

秋
田
藩
は
、
城
下
町
で
の
商
業
を
統

制
す
る
た
め
、
外
町
の
い
く
つ
か
の
町

に
、
特
定
の
商
品
を
独
占
販
売
で
き
る

久
保
田
の
ま
ち
の
経
済
を

支
え
た
格
式
あ
る
町

一
六
〇
四
年
、
佐
竹
義
宣
は
現
在
の
千
秋
公
園
に
久
保
田
城

を
築
き
入
城
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
し
て
城
の
ま
わ

り
に
、
旭
川
を
は
さ
ん
で
、
侍
が
住
む
「
内
町
」
と
町
人
が
住
む

「
外
町
」
を
整
備
し
、
久
保
田
城
下
の
基
盤
を
つ
く
り
ま
し
た
。

現
在
の
中
心
市
街
地
が
、
秋
田
藩
の
時
代
に
ど
の
よ
う
に
形

づ
く
ら
れ
た
の
か
、
そ
の
生
い
立
ち
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

土
崎
の
商
人
が

外
町
の
形
成
に
貢
献

大
町
・
茶
町
は

家
督
の
ま
ち

荻津勝孝「秋田風俗絵巻」(秋田県立博物館蔵)より、通町・大町のにぎわいを描いた場面。中央にあるの
が大町一丁目の町門。町門は各町の出入口にあり、そのそばに番所が置かれ、町内の警備にあたりました。

①
商
業
の
ま
ち
〜
大
町
・
茶
町
編

●このシリーズは月１回掲載

現在の大町一丁目～二丁目



「茶町とぎくて(遠くて)…」。
この言葉を聞いて懐かしく思

うかたもいらっしゃるのではな
いでしょうか。
この表現は、お茶受けの甘い

ものを切らしたときなどに、秋
田ならではの風情ある言い訳と
して便利に使われてきました。
藩政時代、茶町には、砂糖類

の専売権が与えられ、それ以外
の町では、砂糖類の販売ができ
ませんでした。そのため、不意
のお客さんをもてなす、煮豆や
ボタモチなどのお茶受けの甘み
が足りないとき、「自分の住む町
が茶町から遠くて砂糖を買いに
行けず、十分な甘みが出せなか
った」という言い訳を、しゃれ
た言い回しで表現しました。
茶町の町名が大町に変わった

のは、昭和40年。旧町名が残
るこのあいさつを、旧茶町の人
たちはいまも大
切に語り継いで
います。

特
別
な
権
利
を
与
え
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
な
町
を
家か

督と
く

町
と
い
い
ま
す
。

財
政
的
に
も
余
裕
が
あ
っ
た
大
町
と

茶
町
は
、
秋
田
藩
か
ら
命
令
が
あ
れ
ば
、

公
用
に
使
う
馬
や
人
夫
を
出
し
た
り
、

幕
府
か
ら
の
公
的
使
者
の
宿
泊
や
接
待

な
ど
を
行
う
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
そ
の
代
わ
り
に
、
早
く
か
ら

商
業
の
特
権
で
あ
る
家
督
が
許
さ
れ
ま

し
た
。

大
町
の
家
督
商
品
は
、
絹
布
、
木
綿
、

麻
糸
、
小
間
物
な
ど
で
、
そ
れ
ら
を
取

り
扱
う
呉
服
屋
な
ど
が
店
を
連
ね
ま
し

た
。茶

町
の
家
督
商
品
は
、
茶
、
紙
、
綿

の
ほ
か
、
砂
糖
、
畳
表
、
傘
、
鰹
節
な

ど
の
荒
物(
お
も
に
雑
貨
類)

を
取
り
扱

い
、
そ
の
中
の
商
品
「
茶
」
が
町
名
の

由
来
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
大
町
に
は
両
替
商(

い
ま
の

銀
行)

、
茶
町
に
は
、
諸し

ょ

上じ
ょ
う

納の
う

役
所(

藩

か
ら
出
さ
れ
た
小
切
手
を
換
金
す
る
場

所)

が
特
別
に
設
け
ら
れ
る
な
ど
、
商

売
の
中
心
地
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果

た
し
ま
し
た
。
藩
か
ら
の
信
頼
も
よ
ほ

ど
厚
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

江
戸
時
代
の
暮
ら
し
を
描
い
た
、
荻お

ぎ

津つ

勝
孝

か

つ

た

か(

一
七
四
六
―
一
八
〇
九)

の

「
秋
田
風
俗
絵
巻
」(

右
ペ
ー
ジ)

を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

道
路
側
に
一
間(

一
・
九
七
㍍)

ぐ
ら

い
の
ひ
さ
し
を
出
し
て
商
品
を
並
べ
た

「
小
見
世
」(

小
店)

の
前
に
集
ま
る
た
く

さ
ん
の
人
び
と
。
羽
州
街
道
が
通
る
町

と
し
て
、
城
下
町
の
人
だ
け
で
な
く
、

他
国
か
ら
の
旅
人
な
ど
も
往
来
し
、
大

町
の
繁
盛
ぶ
り
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

ま
た
、
雨
や
雪
を
避
け
る
た
め
の
通

路(

い
ま
の
ア
ー
ケ
ー
ド)

も
設
け
て
い

た
と
い
う
記
録
も
あ
り
、
客
に
対
す
る

ち
ょ
っ
と
し
た
心
づ
か
い
は
、
今
も
昔

も
変
わ
ら
ず
”ま
ご
こ
ろ
“を
感
じ
さ
せ

て
く
れ
ま
す
。

外
町
の
ま
ち
づ
く
り
の
さ
き
が
け
と

な
っ
た
大
町
・
茶
町
。
ほ
か
の
町
か
ら

も
一
目
置
か
れ
、
格
式
高
い
商
業
の
ま

ち
と
し
て
、
久
保
田
の
ま
ち
の
経
済
を

支
え
続
け
ま
し
た
。

ティータイムの
しゃれたあいさつ
「茶町とぎくて…」

心
づ
か
い
は

今
も
昔
も
変
わ
ら
ず

明治36年の茶町菊ノ丁の朝の光景
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