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堪

古
屋

の
味
噌

薫

込

拳
０

ど
ん

味
噌
煮
込
み
う
ど
ん
は
、
名
古
屋
地

方
の
郷
土
料
理
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、

味
噌
煮
込
み
う
ど
ん
と
鍋
焼
き
う
ど
ん

は
、
ど
こ
が
違
う
か
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。

一
般
に
は
、
ゆ
で
麺
を
温
め
た
も
の
が

鍋
焼
き
う
ど
ん
で
あ
り
、
生
麺
か
ら
煮

込
ん
だ
も
の
が
煮
込
み
う
ど
ん
で
あ
る

と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
も
う
少
し
奥

が
深
い
。

う
ど
ん
は
コ
シ
を
強
く
す
る
た
め
に
、

塩
を
入
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、
鍋
で
温

め
る
前
に
塩
分
を
取
り
除
く
た
め
に
ゆ

で
る
の
で
あ
る
。

江
戸
時
代
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
こ

の
輸
送
距
離

・
保
管
に
よ
り
こ
の
塩
加

減
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
煮
込
み

う
ど
ん
は
、
麺
に
塩
を
入
れ
た
も
の
を

使
わ
ず
、
味
噌
と
直
接
煮
込
む
こ
と
が

行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
分
、
生
麺

で
あ
る
こ
と
か
ら
保
存
が
効
か
な
い

し
、
加
工
技
術
が
難
し
か
っ
た
。

更
に
、
鍋
焼
き
う
ど
ん
を
温
め
る
こ

と
に
主
眼
を
置
く
た
め
に
、
土
鍋
の
表

面
を
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
し
て
こ
げ

つ
き
を

少
な
く
す
る
こ
と
を
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
山
本
屋
総
本
家
の
味

噌
煮
込
み
う
ど
ん
の
上
鍋
は
コ
ー
テ
ィ

ン
グ
を
せ
ず
に
、
日
の
粗
い
も
の
を
使
っ

て
い
る
。

こ
の
目
の
粗
い
土
鍋
が
温
め
ら
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
気
泡
を
発
生

さ
せ
る
。
こ
の
泡
が
味
噌
を

拡
散
さ
せ
る
効
果
を
出
す

の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
山
本
屋

総
本
家
で
は
信
楽
焼

の
窯

元
か
ら
特
別
に
注
文
し
た

土
鍋
を
直
送
し
て
も
ら

っ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
技
術
を
永

年
に
渡
り
守
り
続
け
て
き

た
の
が
、
山
本
屋
総
本
家

（
四
代
目
店
主
小
松
原
克

典
）
で
あ
る
。

大
須
が
繭
本
屋
を
育

て
は

山
本
屋
の
初
代
島
本
万
吉
は
、
飲
食

店
を
営
ん
で
い
た
が
、
大
正
１４
年
に
山

本
屋
と
い
う
屋
号
を
買
い
取
り
、
初
代

店
主
と
な
り
大
須
で
開
業
す
る
こ
と
と

な
る
。
当
時
の
大
須
観
音
の
辺
り
は
、

東
京
浅
草
吉
原
と
同
じ
よ
う
に
遊
郭
が

数
多
く
あ
り
、
飲
食
店
は
付
き
も
の
で

あ
っ
た
そ
う
だ
。
こ
の
よ
う
な
活
気
の

あ
る
大
須
で
、
島
本
万
吉
は
工
夫
を
し

て
山
本
屋
独
自
の

「
こ
し
」
の
あ
る
う

ど
ん
を
生
み
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

名
古
屋
と
い
う
と
、
八
丁
味
噌
を
イ

メ
ー
ジ
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
山
本

屋
総
本
家
で
は
岡
崎
の
八
丁
味
噌
と
名

古
屋
の
自
味
噌
を
合
わ
せ
て
い
る
。
そ

し
て
、
「こ
く
」
の
あ
る
ダ
シ
と
合
わ
せ

て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
山

本
屋
総
本
家
の
煮
込
み
う
ど
ん
は
、
渋

み
や
む
せ
返
し
を
感
じ
る
こ
と
は
な
い
。

ち
な
み
に
、
こ
の
調
理
方
法
の
秘
伝

を
継
承
し
て
い
る
の
は
、
三
代
目
夫
人

と
そ
の
娘
達
で
あ
る
。

初
代
島
本
万
吉
の
山
本
屋
に
勤
め
て

い
た
の
が
、
町
田
雪
枝
で
あ
っ
た
。
今

日
か
ら
見
る
と
不
思
議
に
思
わ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
当
時
の
日
本
で
終
身

一屋
用

（永
年
勤
務
）
は
珍
し
か
っ
た
。

そ
ん
な
時
代
に
町
田
雪
枝
は
永
年
に
渡

り
、
山
本
屋
に
勤
め
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
感
謝
し
た
初
代
が
、
自
身
の
高

齢
化
に
よ
り
屋
号
を
譲
り
渡
す
こ
と
と

な
る
。

以
後
、
雪
枝
と
夫
守

一
が
今
日
の

山
本
屋
総
本
家

の
基
礎
を
築
く
こ
と

と
な
る
。

資
系
家
族

の
本
質
は

名
古
屋
の
商
い
を
表
す
時
に
、
女
系

家
族
と
い
う
言
葉
を
よ
く
使
う
。
俗
に

男
は
だ
ら
し
な
い
と
落
語
で
は
言
わ
れ

て
い
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
企
業
経

営
を
夫
婦
で
さ
さ
え
て
い
く
と
い
う
こ

と
が
そ
の
言
葉
の
一異
に
あ
る
。

四
代
目
店
主
小
松
原
克
典
は
三
代
目

の
長
女
の
夫
で
あ
り
、
そ
れ
を
支
え
る

営
業
の
常
務
大
原
良
生
は
次
女
の
夫
で

あ
る
。
三
女
の
夫
の
藤
原
武
志
は
、
店

舗
管
理
を
担
当
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

四
女
も
秘
書
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

老
舗
企
業
が
長
期
に
渡
り
安
定
し
て

い
る
背
景
に
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ビ
ジ
ネ

ス
が
あ
る
。

著
者
は
、
多
く
の
老
舗
企
業
を
見
て

き
た
が
、
そ
の
殆
ど
が
フ
ァ
ミ
リ
ー
ビ

ジ
ネ
ス
で
あ
る
。
そ
の
特
色
は
、
私
生

活
と
企
業
で
の
生
活
が
一
体
化
し
て
い

る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
夕
食
を
取
り
な
が

ら
経
営
に
つ
い
て
考
え
た
り
、
話
し
合
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う
と
い
う
こ
と
が
ご
く
自
然
に
行
わ
れ

て
い
る
。
名
古
屋
の
商
売
を
考
え
る
時

に
、
そ
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
名
古

屋
企
業
の
強
さ
が
分
か
っ
て
く
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

事
実
、
営
業
活
動
を
中
心
に
行
っ
て

い
る
大
原
常
務
は
、
大
阪
で
の
勤
務
後
、

以
前
か
ら
交
際
し
て
い
た
次
女
の
実
家

で
あ
る
山
本
屋
総
本
家
に
入
る
こ
と
と

な
る
。

こ
の
時
に
、
抵
抗
は
な
か
っ
た
か
と

聞
い
た
と
こ
ろ
、
自
分
は
名
古
屋
出
身

で
あ
り
、
周
り
の
環
境
も
あ
り
、
ご
く

自
然
に
そ
う
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
ふ

り
返
っ
て
い
る
。

怒

颯
魏

ヽ

変
化

を
読

お

４
鳥

占

鍾
蒔

豊

名
古
屋
を
代
表
す
る
名
産
に

「
き

し
め
ん
」
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
最
近

こ
れ
が
変
わ
っ
て
き
た
。
名
古
屋
市
内

を
歩
い
て
分
か
る
の
は
、
き
じ
め
ん
と

書
い
た
の
ぼ
り
が
減

っ
て
き
て
い
る
と

い
う
事
実
だ
。
そ
の
代
わ
り
に
増
え
て

い
る
の
が
、
他
の
産
地

。
四
国
な
ど
の

う
ど
ん
屋
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、

き
じ
め
ん
は
さ
っ
ぱ
り
し
て
い
る
と
い

う
先
入
観
が
あ
る
た
め
に
、
あ
ま
り
具

を
乗
せ
る
と
い
う
こ
と
を
し
な
い
。
そ

の
た
め
に
、
売
上
単
価
が
伸
び
な
い
の

で
あ
る
。

著
者
が
う
ど
ん
チ
ェ
ー
ン
店
の
顧
客

か
ら
よ
く
聞
く
も
の
に
、
う
ど
ん
だ
け

で
あ
れ
ば
安

い
は
ず
だ

っ
た
も
の
が
、

具
を

一
つ
上

一
つ
乗
せ
て
い
く
内
に
気

づ
い
て
み
る
と
一局
い
と
い
う
こ
と
が
あ

る
と
い
う
こ
と
だ
。

と
こ
ろ
が
面
白
い
も
の
で

「き
じ
め

ん
」
の
総
販
売
量
は
減

っ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
名
産

。
進
物
と
し

て
は
根
強
い
ニ
ー
ズ
が
あ
る
が
、
飲
食

店
と
し
て
は
減

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
事
実
な
の
で
あ
る
。

山
本
屋
総
本
家
で
販
売
し
て
い
る
も

の
は
、
う
ど
ん
だ
け
で
は
な
い
。
「き
し

め
ん
」
「
ひ
や
む
ぎ
」
「そ
う
め
ん
」
も

販
売
し
て
い
る
。
こ
の
３
品
は
、
百
貨

店
を
中
心
に
販
売
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

食
し
て
み
れ
ば
分
か
る
が
、
そ
の
味
は

美
味
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
山
本
屋
総

本
家
と
言
え
ば
味
噌
煮
込
み
う
ど
ん
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
広
く
知
れ
渡

っ
て
い

る
た
め
に
、
お
客
様
に
３
品
に
つ
い
て

知
名
度
は
そ
れ
程
高
く
な
い
。
そ
れ
だ

け
に
物
販
を
仲
ば
し
て
い
き
た
い
と
大

原
常
務
は
言
う
。

名
古
屋
の
人
で
も
百
貨
店
に
よ
く
行

く
人
は
、
山
本
屋
総
本
家
が
物
販
を
し

て
い
る
こ
と
は
知

っ
て
い
る
が
、
そ
う

で
な
い
人
に
は
知
名
度
が
そ
れ
程
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

同
じ
よ
う
に
名
古
屋
の
繁
華
街
と
い

え
ば
、
知
ら
れ
て
い
る
の
は
栄
で
あ
る

が
、
そ
の
重
点
は
変
わ
り

つ
つ
あ
る
。

名
古
屋
駅
前
の
再
開
発
に
よ
り
、
そ
こ

に
重
点
が
移
っ
て
き
た
。
か
つ
て
大
須

が
遊
興
街
で
あ
り
、
そ
れ
が
栄
に
変
わ

り
と
い
う
よ
う
に
商
店
立
地
が
変
化
し

て
い
く
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。

お
金
よ
り
入
輔

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
将
来
に

向
け
て
事
業
展
開
を
し
て
い
く
た
め
に

大
切
な
の
は
、
「
お
金
よ
り
も
人
材
の
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味噌煮込みうどん、箸は角箸 (本 家使用)。

薬味入れは、60セ ンチほどもあるす

す竹製。真中で区切って一方が一味で、

もう一方が七味 (本家使用)。

余
裕
で
あ
る
」
と
い
う
。
著
者
が
よ
く

体
験
す
る
も
の
は
、
飲
食
店
の
店
員
は
、

接
客

。
調
理
に
は
長
け
て
い
て
も
、
販

売
に
は
向
か
な
い
人
が
多
い
と
い
う
こ

と
を
数
多
く
見
て
き
た
。
こ
の

「販
売

を
行
わ
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
キ
ャ
リ
ア

と
し
て
正
し
い
と
思
い
込
ん
で
い
る
節

が
あ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。

今
、
低
成
長
の
中
で
変
わ
っ
て
き
て

い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
来
の

商
売
を
守
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

山
本
屋
総
本
家
で
も
、
名
古
屋
の
内

側
を
固
め
る
と
い
う
こ
う
こ
と
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
出
来
な
け

れ
ば
、
外
に
出
て
い
く
こ
と
が
出
来
な

い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
著

者
が
数
多
く
見
て
き
て
失
敗
し
た
も
の

に
、
地
名
と
ブ
ラ
ン
ド
を
勘
違
い
し
て

い
る
こ
と
が
あ

っ
た
。
そ
の
代
表
的
な

も
の
が

「銀
座
」
と
い
う
地
名
で
あ
る
。

「銀
座
○
○
」
と
銀
座
を
冠
に
し
て
展

開
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
発
想
は
交

通
が
不
便
な
時
代
に
は
意
味
が
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
今
日
の
社
会
に
お
い
て
は

す
で
に
「銀
座
」
は
ブ
ラ
ン
ド
で
は
な
く
、

地
名
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
気
づ
い
た

銀
座
の
老
舗
企
業
は
確
実
に
生
き
残
り

の
た
め
の
方
向
転
換
を
し
て
い
る
。

先
代

・
三
代
目
町
田
善

一
が
業
者
の

人
達
を
集
め
た
集
会
で
話
し
た
言
葉
が

大
原
常
務

の
耳
に
残

っ
て
い
る
と
い

う
。
そ
れ
は
、
「値
段
は
高
く
て
も
よ

い
が
、
間
違
い
の
な
い
も
の
を
納
品
し

て
欲
し
い
」
と
い
う
も
の
だ
。
こ
の
言

葉
の
異
に
は
、
仕
入
先
に
対
し
て
あ
な

た
達
は
そ
の
分
野
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で

あ
る
と
い
う
信
頼
感
が
あ
る
。

名
古
屋
を
代
表
す
る
生
産
方
法
に
カ

ン
バ
ン
方
式
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
仕
入
先
を
信
じ
る
こ
と
に

よ
り
、
生
産
効
率

・
品
質
を
向
上
さ
せ

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

三
代
目
の
言
葉
の
中
に
、
そ
の
強
い

意
思
が
感
じ
ら
れ
る
。

山
本
屋
総
本
家
を
支
え
て
い
る
の

は
、
地
域
社
会
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
こ
れ
が
地
域
で
生
き
て
い
く
山

本
屋
総
本
家
の
生
き
様
で
は
な
い
の
だ

ろ
う
か
。
７
▼

ひ
ら
ま
つ

よ
う
い
ち
　
玉
川
大
学
工
学
部
経
営

工
学
科
卒
業
後
、
経
営
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
活
動

（会
社
経
営
研
究
所
）
を
経
て
、
Ｉ
Ｍ
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
代
表
と
な
る
。
現
在
、
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
と
し
て
、
指
導
業
務
、
教
育
、
講
演
を
行
っ
て

い
る
。
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
活
動
の
傍
ら
、
企
業
に

入
り
管
理
職
を
兼
務
。
主
な
著
書
Ｆ
」
の
老
舗

に
学
べ
員
フ
ォ
レ
ス
ト
出
版
）、
『必
ず
売
れ
る
営

業
マ
ン
に
な
れ
る
ヽ
営
業
幹
部
の
た
め
の
指
導

力
倍
増
講
座
Ｌ
以
上
す
ば
る
舎
）
な
ど
多
数
。

●
５
名
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ル
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て
お
申
込
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だ
さ
い
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山本屋総本家の歴史

1925年 大正 14年

初代店主 :島本万吉
「山本屋」という屋号の店を買い取って大須で開業。

万吉は趣味が広く、味にうるさい人であった。研究
に研究を重ね、山本屋のうどん独特の「こし」、真似
できない「味」・「こく」を生み出す。

当時は朝の 10時に起きて女中と男衆達で客を迎え
る準備を整えてから11時半に店を開けた。昼食や

夕食時は言わずもがなのこと、いつも客の絶えるこ‐
となく、映画や芸居の跳ねたあとでは 2～30人客
がぞろぞろと入ってきたりして、夜中の 1時 までぶ
っ通しで営業していた。

1943年 昭禾日18年 太平洋戦争により営業中止。

1949年  昭不口24年

二代目店主 :町田守一         ‐

名古屋市中区南呉服町 2丁 目7番地 (現在の中区栄
3丁 目)に て開業。守―は煮込みうどん―筋の厳し
い人であった。

1969年  日召添日44年
4月 山本屋食品株式会社を設立。家への土産にした
いという多くの顧客の要望で「煮込み味噌付き手打

ち生うどん」の製造販売を開始。  |

1983年 昭和 58年
三代目店主 :町圏善―          |
手作りの味に職人魂を燃やす。山本屋の味を頑なに

守り続けた。              ‐

2012年 平成 24年
四代目店主 :小松原克典      |  ‐ ‐
先代、先々代からの煮込みうどんづくりに励み(現
在に至る。             |
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