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◎
特
集　

白
石
温う

ー
め
ん麺

を
探
る

　

白
石
温
麺
の
製
造
会
社
は
９
社
。

お
よ
そ
２
０
０
人
の
従
業
員
が
そ
の

製
造
に
携
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
平

成
20
年
度
に
お
け
る
白
石
温
麺
の
出

荷
量
は
約
１
、４
６
０
ト
ン
。
出
荷

額
は
約
７
億
６
、０
０
０
万
円
に
上

る
と
さ
れ
て
い
る
（
製
麺
業
全
体
で

は
約
22
億
円
と
推
定
）。

　

も
ち
ろ
ん
、
製
麺
業
は
温
麺
だ
け

で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
麺
を
手
掛

け
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
う
ど
ん
の

18
・
５
㌫
、
そ
ば
の
20
・
４
㌫
に
比

べ
、
白
石
温
麺
は
35
・
７
㌫
。
お
よ

そ
３
分
の
１
を
白
石
温
麺
が
占
め
て

い
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
平
均
値
で

あ
る
の
で
、
各
社
に
よ
っ
て
ば
ら
つ

き
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
数
字
か

ら
も
分
か
る
通
り
、白
石
温
麺
は「
こ

の
地
を
支
え
る
一
大
産
業
と
な
っ
て

い
る
」
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

だ
ろ
う
。

　

宮
城
県
商
工
会
議
所
連
合
会
は
、

県
内
各
地
の
観
光
資
源
を
掘
り
起
こ

す
べ
く
、
平
成
19
年
に
「
県
内
の
地

域
ブ
ラ
ン
ド
に
対
す
る
意
識
調
査
」

を
行
っ
た
。
こ
れ
は
、
県
内
６
商
工

会
議
所
管
内
（
仙
台
・
塩
釜
・
石
巻
・

　

昔
々
、
白
石
城
下
に
鈴す
ず
き木
味み

え
右
衛

門も
ん

と
い
う
人
が
お
り
ま
し
た
。

　

味
右
衛
門
の
父
は
胃
を
病
ん
で
床

に
伏
し
、
何
日
も
絶
食
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

味
右
衛
門
は
大
変
心
配
し
、
何
か

良
い
療
法
は
な
い
か
と
八
方
手
を
尽

く
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
旅
の
僧
か
ら

油
を
一
切
使
わ
な
い
麺
の
作
り
方
を

教
わ
り
ま
し
た
。

　

早
速
、
そ
れ
を
作
り
温
め
て
父
に

食
べ
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
父
は
快
方
に

向
か
い
、
や
が
て
全
快
し
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
親
孝
行
の
話
が
片か
た
く
ら倉
小こ
じ
ゅ
う
ろ
う

十
郎

公
に
伝
わ
り
献
上
し
た
と
こ
ろ
、
み

ち
の
く
の
人
の
温
か
い
思
い
や
り
を

賞め

で
ら
れ
、「
温
麺
」
と
名
付
け
ら

れ
ま
し
た
。

「
白
石
温
麺
」
は
白
石

の
重
要
な
地
場
産
業

気
仙
沼
・
古
川
・
白
石
）
の
企
業
の

従
業
員
１
、６
０
０
人
を
対
象
に
、

各
都
市
の
物
産
品
や
観
光
施
設
な
ど

に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
調
査
を
行
っ
た

も
の
で
あ
る
。　

　

そ
の
調
査
項
目
の
一
つ
に
、「
白

石
の
物
産
品
の
中
で
白
石
を
最
も
強

く
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
も
の
」
を
白
石

地
区
以
外
の
５
地
区
に
尋
ね
た
質
問

が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
回
答
総
数

１
、１
７
１
人
中
、
実
に
９
０
０
人

（
76
・
９
㌫
）
が
「
白
石
温
麺
」
と

回
答
し
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
の
荒
波
に
も
ま

れ
な
が
ら
も
、
今
な
お
受
け
継
が
れ

て
い
る
「
白
石
温
麺
」。

　

和
紙
・
葛く
ず

と
並
び
「
白
石
三
白
」

と
呼
ば
れ
る
「
温
麺
」。「
白
石
と
温

麺
」
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
、
ま
さ

に
「
白
石
の
文
化
」
と
い
う
べ
き
も

の
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

　

近
年
、
白
石
の
温
麺
店
に
多
く
の

観
光
客
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
、「
県
内
で
は
あ
る
程

度
認
知
は
さ
れ
て
い
る
が
、
全
国
的

に
見
れ
ば
そ
の
認
知
度
は
低
い
」
と

い
う
の
が
実
態
か
も
し
れ
な
い
。

　

一
つ
の
産
業
で
あ
り
、
文
化
で
あ

る
「
白
石
温
麺
」。
今
月
号
で
は
「
白

石
温
麺
」
の
昔
と
現い

ま在
、
そ
し
て
未

来
を
考
え
て
み
た
い
。

　

１
６
０
２
（
慶
長
７
）
年
、
白
石

城
主
と
な
っ
た
初
代
片
倉
小
十
郎
景か
げ

綱つ
な

公
が
行
っ
た
ま
ち
づ
く
り
。
そ
れ

は
白
石
川
を
利
用
し
た
水
路
の
整
備

で
あ
る
。
白
石
は
四
方
を
山
に
囲
ま

れ
た
盆
地
。
恵
ま
れ
た
場
所
と
は
決

し
て
言
え
な
い
こ
の
地
で
、
生
活
用

水
と
水
田
に
利
用
す
る
た
め
に
、
縦

横
に
数
多
く
の
小
堀
を
整
備
し
た
。

　

堀
の
整
備
は
動
力
と
し
て
の
水
車

を
生
み
、
１
０
０
を
超
え
る
水
車
が

あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
小
麦
や
米
な
ど

の
製
粉
業
が
発
展
し
、
二
次
加
工
と

し
て
の
製
麺
業
が
盛
ん
に
な
っ
た
。

歴
史
に
白
石
産
の
麺
が
登
場
す
る
の

は
１
６
２
０
（
元
和
６
）
年
。
当
時

は
油
を
使
用
し
た
そ
う
め
ん
を
製
造

し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

白
石
で
製
麺
業
が
発
展
し
た
も
う

一
つ
の
理
由
は
何
か
。
そ
れ
は
こ
の

地
の
気
象
条
件
に
あ
る
。
主
と
し
て

11
月
か
ら
３
月
に
か
け
て
製
造
さ
れ

て
い
た
温
麺
は
、
仕
上
げ
に
天
日
で

の
乾
燥
が
必
要
だ
っ
た
。冬
の
時
期
、

ま
ち
に
蔵
王
お
ろ
し
（
ほ
ま
ち
風
）

が
吹
き
始
め
る
と
、
空
気
が
乾
燥
し

温
麺
の
仕
上
げ
に
は
絶
好
の
条
件
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
地
の
風
土
と
ま
ち
づ
く
り
が

合
わ
さ
っ
た
こ
と
で
、
製
麺
業
が
発

展
し
た
こ
と
は
、
自
然
の
流
れ
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

現
在
の
白
石
消
防
署
一
帯
が
、
温

麺
を
生
み
出
し
た
「
大
味
家
＝
鈴
木

家
」
が
あ
っ
た
場
所
で
あ
る
。

　

今
か
ら
４
０
０
年
ほ
ど
前
、
伊
豆

国
鈴
木
郡
（
現
静
岡
県
付
近
）
か
ら

大
畑
屋
敷
（
現
白
石
興
産
（
株
）
付

近
）
に
移
り
住
ん
だ
鈴
木
家
。
そ
の

後
、
短
ヶ
町
に
屋
敷
を
移
し
た
と
さ

れ
て
い
る
。
温
麺
を
創つ
く

り
出
し
た
味

右
衛
門
公
（
改
名
前
は
浅あ
さ

右え

も

ん
衛
門
）

は
、大
畑
屋
鈴
木
家
６
代
目
に
当
た
る
。

　

温
麺
誕
生
の
経
緯
は
、
今
も
語
り

継
が
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
温
麺

の
名
が
付
け
ら
れ
た
の
は
１
６
８
９

（
元
禄
２
）
年
９
月
と
さ
れ
、
そ
れ

以
来
、
大
畑
屋
鈴
木
家
で
は
代
々
味

右
衛
門
を
襲
名
し
、
子
々
孫
々
に
至

る
ま
で
温
麺
作
り
を
家
業
と
し
て
伝

承
し
た
。
そ
し
て
、「
大
畑
屋
鈴
木

家
の
味
右
衛
門
」
の
字
を
取
っ
て
、

通
称
「
大
味
家
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。

（写真右）1934（昭和９）年、奥州白石温麺同業組
合（現奥州白石温麺協同組合）が調練場（現沢端町）
に移転した時に撮影したもの。今も同じ建物で活動
を続けている （写真提供：奥州白石温麺協同組合）

（写真下）温麺の創製者である鈴木家のお墓が延命
寺にある。味右衛門公の子孫は、現在19代目として
東京都に在住。たびたび白石を訪れこのお墓を守っ
ている （延命寺住職　疋

ひきた

田正
しょうおう

應氏談）

　

明
治
の
中
ご
ろ
に
最
新
式
の
製
粉

機
械
を
設
備
し
た
こ
と
は
、
全
国
的

に
も
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
白
石
の
企
業

で
も
試
行
錯
誤
の
上
、
製
麺
機
を
開

発
し
た
。
白
石
温
麺
が
産
業
と
し
て

近
代
化
を
迎
え
た
の
は
、
製
粉
機
械

と
製
麺
機
が
導
入
さ
れ
た
こ
の
時
代

で
あ
る
。
こ
れ
以
降
、
機
械
製
温
麺

が
主
流
と
な
り
、
生
産
量
・
販
路
と

も
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。
近
代
化
に

よ
り
大
量
生
産
が
可
能
と
な
っ
た
白

石
温
麺
は
、
地
場
産
業
と
し
て
の
基

盤
を
築
い
て
い
っ
た
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
は
、
ま
さ
に

時
代
の
流
れ
と
の
戦
い
と
な
っ
た
。

自
由
競
争
の
幕
開
け
に
よ
り
、
製
造

だ
け
を
手
掛
け
て
い
た
各
社
が
、
営

業
・
販
売
も
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。

高
度
経
済
成
長
に
乗
り
、
昭
和
40
年

代
に
は
東
京
の
ス
ー
パ
ー
に
も
ズ
ラ

リ
と
並
ぶ
ほ
ど
だ
っ
た
と
い
う
。

　

し
か
し
、
自
由
競
争
は
価
格
競
争

も
生
み
出
し
た
。
経
済
成
長
が
ゆ
る

や
か
に
な
り
、
関
東
圏
の
温
麺
市
場

が
縮
小
す
る
と
、
狭
い
地
域
で
の
販

売
競
争
が
始
ま
っ
た
。
経
営
が
苦
し

く
な
っ
た
企
業
は
倒
産
に
ま
で
追
い

込
ま
れ
た
。「
市
場
を
い
か
に
拡
大

し
定
着
さ
せ
る
か
」、
今
も
こ
の
問

い
の
答
え
を
探
し
続
け
て
い
る
。

白
石
を
最
も
イ
メ
ー
ジ

さ
せ
る
も
の

「
白
石
温
麺
」
は

ま
さ
に「
白
石
の
文
化
」

「
白
石
温
麺
」。
そ
れ
は
白
石
の
風
土
と
水
、

ま
ち
づ
く
り
が
生
み
出
し
た
も
の

「
白
石
温
麺
」
発
祥
の
地　

大だ
い
み味

家
と
味
右
衛
門
公

温
麺
産
業
の
近
代
化

時
代
の
流
れ
と
の
戦
い

歴
史
を
探
る


