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変
わ
ら
ず
あ
り
続
け
る
こ
と
は
、

言
う
ほ
ど
簡
単
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

幾
時
代
も
の
時
を
超
え
、

特
別
な
空
気
を
ま
と
い
、

今
に
伝
わ
る
数
多
く
の
も
の
。

そ
れ
は
、時
代
の
荒
波
を
受
け
止
め
、

前
に
進
も
う
と
、懸
命
に
歩
ん
で
き
た
証
で
す
。

今
治
ス
タ
イ
ル
Ｖ
ｏ
ｌ
．４
は
、

後
世
に
残
し
た
い
も
の
を
テ
ー
マ
に
、

今
治
に
残
る
歴
史
や
伝
統
、

文
化
を
探
す
旅
に
出
ま
す
。

守
り
、つ
な
い
で
き
た
先
人
た
ち
へ
の

畏
敬
の
念
を
抱
い
て
。

昔
を
知
る
こ
と
は
、

未
来
を
考
え
る
こ
と
。

時
代
を
つ
な
ぐ
の
は
、

今
を
生
き
る
私
た
ち
で
す
。

つ
な
い
で
ゆ
き
た
い

CONTENTS
Vol.4

唐子浜の海辺には、大浜灯台吏員退息所（職員官舎）を移築した
煉瓦造りの建物が佇んでいる。沖に見える赤い灯標は、明治35年
（1902年）に、来島海峡で初点灯された「コノ瀬灯標」を移築した
もの。その役割を終えた後も貴重な文化財を保存したいという願い
から、昭和50年代に現在地に移された。

唐子浜　海の子の家と赤灯台

 ３ 町並みをゆく
  塩田があったまち　波止浜

 ５ 椀船と月賦販売　桜井

 ７ 高虎が込めた願い　市街地

 ９ 神々が宿る祭りと伝統
  継ぎ獅子

 10 海の上に獅子が立つ　大西町 九王龍神社　船上継ぎ獅子

 11 神様に笑いを届ける　朝倉 矢矧神社　獅子舞とにわか芝居

 13 神様と力くらべ　大三島町 大山祇神社　御田植祭

 14 東予地方で唯一の牛鬼　菊間町 加茂神社　秋季例大祭

 15 伝えていきたい、郷土の味
 17 実は…今治って建築がアツいんです！
  丹下建築/有名建築家の作品/いまばり名建築

 19 Walk in Imabari City　ディープなまちなか探検
 22 イツマデモ　ノコシタイ　DESIGN　
  今治で見つけたお気に入りパッケージ

  information
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波止浜港の石造灯明台。側面に
八木亀三郎の名も刻まれている。 龍神社の鳥居

八木亀三郎邸「八木商店本店」。今治市内のタオル会社のグループ会社が維持管理を行っている。

「八木商店本店資料館」として公開されている八木亀三郎邸内部

波止浜地区に残る古い雁木

現在の造船所群 かつての波止浜塩田（入浜の採鹹作業）　絵葉書より

八木商店本店資料館
愛媛県今治市波止浜
2丁目406-1

GoogleMap

町並みをゆく
静けさのなかに流れる時間。
喧噪を離れ、懐かしい面影を感じてみてほしい。
路地を歩けば、きっと新しい発見がある。

01.波止浜　02.桜井　03.今治市街地

　波
止
浜
の
塩
田
は
、二
百
七
十
年

余
り
の
歴
史
を
も
つ
。広
島
の
竹
原
塩

田
で
技
術
を
学
ん
だ
長
谷
部
九
兵
衛

に
よ
り
、県
内
最
古
の
入
浜
式
塩
田
が

築
か
れ
た
の
は
、天
和
三
年（
一
六
八
三

年
）の
こ
と
。塩
田
完
成
時
に
、そ
の
繁

栄
を
祈
願
し
て
龍
神
社
が
建
立
さ
れ

た
。神
社
の
鳥
居
は
、な
ん
と
、海
の

中
に
あ
る
。近
年
、堤
防
が
築
か
れ
た

た
め
に
不
思
議
な
光
景
に
な
っ
た
が
、

龍
神
様
が
行
き
来
し
や
す
い
よ
う
河

口
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
、当
時
は
遠

浅
が
広
が
っ
て
い
た
参
拝
口
の
石
段
の

前
に
あ
っ
た
そ
う
だ
。

　こ
の
地
域
で
製
塩
業
が
発
展
し
た

理
由
と
し
て
は
、晴
天
の
日
が
多
く
雨

が
少
な
い
と
い
う
気
候
条
件
と
、遠
浅

で
干
潮
と
満
潮
の
海
水
面
の
差
が
大

き
い
と
い
う
地
形
的
条
件
が
挙
げ
ら

れ
る
。潮
の
干
満
差
を
利
用
し
て
塩
を

作
る
入
浜
式
塩
田
の
方
法
に
波
止
浜

は
最
適
な
場
所
だ
っ
た
。

　幕
末
ま
で
塩
田
の
増
築
は
続
く
が
、

そ
れ
が
安
定
し
た
明
治
以
降
は
、塩

田
の
地
主
た
ち
は
多
角
事
業
に
活
路

を
見
出
そ
う
と
し
た
。そ
の
中
で
最
も

ス
ケ
ー
ル
が
大
き
い
人
物
が
八
木
亀
三

郎
だ
ろ
う
。彼
は
ロ
シ
ア
へ
渡
り
現
地

の
商
人
と
塩
の
輸
送
を
特
約
。さ
ら
に

サ
ケ
・マ
ス
の
輸
入
貿
易
を
始
め
る
。大

正
十
三
年（
一
九
二
四
年
）に
は
、三
千

ト
ン
級
の
大
型
蟹
工
船「
樺
太
丸
」を

仕
立
て
た
。四
十
人
が
作
業
可
能
な

缶
詰
工
場
を
内
蔵
し
た
船
で
、当
時

の
技
術
の
粋
を
集
め
た
も
の
で
あ
っ
た

と
い
う
。蟹
操
業
は
活
況
を
呈
し
、八

木
亀
三
郎
は
巨
万
の
利
益
を
得
る
。

そ
の
拠
点
に
な
っ
た
の
が「
八
木
商
店

本
店
」。大
正
七
年（
一
九
一
八
年
）に
建

て
ら
れ
た
本
社
兼
邸
宅
は
、近
代
和

風
建
築
と
し
て
今
も
こ
の
地
に
残
る
。

裏
山
の
庭
園
を
含
む
総
敷
地
面
積
は

千
二
百
七
十
六
坪
。現
在
は「
八
木
商

店
本
館
資
料
館
」と
し
て
一
般
公
開
さ

れ
て
お
り
、予
約
制
で
見
学
が
で
き

る
。　昭

和
に
入
り
、波
止
浜
は
大
規
模

な
塩
田
地
帯
と
な
り
、全
国
有
数
の

塩
田
産
地
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。し
か
し
化
学
製
塩
が
主
流
と

な
っ
た
こ
と
で
、昭
和
三
十
四
年（
一
九

五
九
年
）、つ
い
に
そ
の
長
い
歴
史
の
幕

を
閉
じ
た
。

　塩
田
は
な
く
な
っ
た
。し
か
し
波
止

浜
は
、海
運
・
造
船
の
ま
ち
と
し
て
さ

ら
な
る
発
展
を
遂
げ
た
の
だ
。江
戸

以
来
の
塩
田
事
業
を
通
じ
て
、資
材

運
搬
・
流
通
の
た
め
の
海
運
や
船
舶
関

連
の
事
業
も
発
達
し
て
い
た
こ
と
が
、

大
き
な
推
進
力
だ
っ
た
。か
つ
て
、波
止

浜
は
各
地
か
ら
入
港
す
る
千
石
船

（
塩
買
船
）で
賑
わ
い
、「
伊
予
の
小
長

崎
」と
呼
ば
れ
る
有
名
な
港
町
に
な
っ

て
い
た
。交
易
が
盛
ん
に
な
る
と
、船
の

修
理
や
建
造
が
必
要
に
な
る
。す
る
と

船
大
工
が
育
ち
、防
波
堤
の
工
事
な

ど
の
港
湾
整
備
も
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
る
。今
治
の
海
運
・
造
船
業
は
ま
さ

に
、塩
と
と
も
に
発
展
、成
長
し
て
き

た
と
い
え
る
。

　恵
ま
れ
た
自
然
条
件
に
後
押
し
さ

れ
た
塩
田
事
業
だ
っ
た
が
、苦
労
の
末

に
開
拓
し
、発
展
さ
せ
た
の
は
、人
の

力
。塩
田
が
衰
退
し
た
の
ち
に
別
の
道

へ
と
舵
を
き
っ
た
の
も
、人
の
知
恵
と

力
だ
。今
治
市
が
今
や
世
界
で
も
類

を
見
な
い
海
事
産
業（
海
運
業
・
造
船

業
・
舶
用
工
業
）が
集
積
す
る
海
事
都

市
と
な
っ
た
の
は
、今
治
人
が
時
代
の

変
化
を
読
み
取
り
、迅
速
に
対
応
す

る
力
を
持
ち
合
せ
て
い
た
か
ら
に
他
な

ら
な
い
。

0
1

.H
a
s
h
ih

a
m

a

波
止
浜

町並みをゆく　01.波止浜

塩
田
が
あ
っ
た
ま
ち

今
治
市
の
北
部
、狭
い
波
止
浜
湾
内
に
ひ
し
め
く
造
船
所
群
。一
帯
に
は
巨
大
ク
レ
ー

ン
が
そ
び
え
、建
造
中
の
多
く
の
船
が
並
ぶ
。ま
さ
に
海
運
王
国
・
造
船
の
ま
ち
今
治

を
象
徴
す
る
活
気
に
満
ち
た
エ
リ
ア
だ
。日
中
は
金
属
音
が
響
き
、大
勢
の
工
員
が
行

き
交
う
、地
元
の
人
に
と
っ
て
は
日
常
の
光
景
。か
つ
て
そ
の
場
所
に
塩
田
が
広
が
り
、

「
メ
イ
ド
イ
ン
今
治
」の
塩
が
生
産
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

は

か
ら
ふ
と
ま
る

し

は
ま

り
ゅ
う

は

し
は
ま
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桜井には今も白壁の建物が残る綱敷天満宮にはいくつも鳥居があり浜辺に面した鳥居もある

綱敷天満宮境内にある蔵の扉綱敷天満宮の梅林

漁船が並ぶ桜井の漁港

桜井の古い家並み 学問の神様としても有名な綱敷天満宮

漁港付近の風景

今
治
市
の
東
部
に
位
置
す
る
富
田
、桜
井
地
区
は
、古
の
時
代
、

今
治
の
中
心
と
し
て
栄
え
た
地
。伊
予
の
国
府
が
置
か
れ
て
い
た

と
も
伝
わ
る
。古
い
家
並
み
と
漁
師
町
、独
特
の
風
情
が
漂
う
桜

井
。国
指
定
名
勝
の
志
島
ヶ
原
に
は
、菅
原
道
真
公
ゆ
か
り
の
史

跡
が
残
り
、悠
久
の
時
を
経
て
今
に
受
け
継
が
れ
る
。

綱敷天満宮
愛媛県今治市
桜井６丁目２-１

GoogleMap

　梅
の
名
所
、学
問
の
神
様
と
し
て
も

知
ら
れ
る
綱
敷
天
満
宮
に
は
、梅
見
や

合
格
祈
願
に
多
く
の
人
が
訪
れ
る
。境

内
の
片
隅
に
ひ
っ
そ
り
と
建
つ「
月
賦

販
売
発
祥
記
念
」の
碑
。現
在
私
た
ち

が
日
常
的
に
利
用
し
て
い
る「
ク
レ
ジ
ッ

ト
販
売
」は
、こ
の
今
治
市
桜
井
の
地

か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
を
ご
存
知
だ
ろ

う
か
。

　月
賦
販
売
の
発
端
は
、江
戸
時
代

の「
け
ん
ど
」作
り
に
遡
る
。け
ん
ど
と

は
、豆
や
雑
穀
な
ど
を
よ
り
分
け
る
た

め
の
、ふ
る
い
の
よ
う
な
農
具
で
、富

田
の
拝
志
地
区
で
盛
ん
に
作
ら
れ
、評

判
に
な
っ
て
い
た
。こ
れ
を
船
で
売
り

に
行
く
こ
と
を
始
め
た
の
が
、半
農
半

漁
の
地
元
の
人
た
ち
。紀
州
へ
出
掛
け

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、材
料
の
杉
や

檜
を
調
達
す
る
た
め
だ
っ
た
。寄
港
し

て
い
た
黒
江（
現
在
の
和
歌
山
県
海
南

0
2

.S
a
k
u
ra

i

桜
井

町並みをゆく　02.桜井

市
）で
漆
器
を
仕
入
れ
て
九
州
で
売

り
、九
州
で
は
唐
津
・
伊
万
里
の
焼
き

物
を
仕
入
れ
て
大
阪
で
売
る
、と
い
う

こ
と
を
始
め
る
。な
ん
と
効
率
の
よ
い

行
商
だ
ろ
う
。そ
の
船
は
や
が
て「
椀

船
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　軽
く
て
持
ち
運
び
し
や
す
い
上
に

高
価
で
利
潤
の
良
い
漆
器
。売
れ
行
き

が
伸
び
て
い
く
に
つ
れ
、商
人
気
質
の

今
治
人
が「
地
場
で
作
っ
て
売
れ
ば

も
っ
と
儲
か
る
は
ず
」と
考
え
た
の
は

当
然
の
流
れ
だ
ろ
う
。こ
う
し
て
全
国

の
漆
器
の
名
産
地
か
ら
職
人
を
呼
び

寄
せ
、桜
井
で
の
漆
器
づ
く
り
に
着
手

し
た
。ピ
ー
ク
時
の
大
正
時
代
に
は
三

百
人
を
超
え
る
職
人
が
活
躍
し
て
い

た
そ
う
だ
。船
に
乗
る
売
り
子
が
五
百

人
、椀
船
は
三
百
隻
も
あ
り
、海
岸
の

入
江
に
は
白
壁
に
家
紋
の
入
っ
た
数

十
棟
の
漆
器
倉
庫
が
立
ち
並
ん
で
い

た
と
い
う
。

　作
っ
た
桜
井
漆
器
を
各
地
で
売
る

過
程
で
生
ま
れ
た
の
が
月
賦
販
売
制

度
だ
。先
に
商
品
を
受
け
取
り
、月
々

分
割
で
代
金
を
支
払
う
。高
額
な
漆

器
を
買
う
に
は
便
利
な
シ
ス
テ
ム
だ
っ

た
。こ
の
販
売
で
成
功
す
る
と
次
第
に

漆
器
以
外
の
商
品
に
も
適
用
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、家
具
や
衣
料
な
ど
の
月

賦
販
売
が
行
わ
れ
、の
ち
の
月
賦
百
貨

店
へ
と
変
化
し
て
いっ
た
。そ
れ
が
現
在

の
マル
イ
や
大
丸
の
始
ま
り
で
あ
る
。

　月
賦
販
売
は
信
用
取
引
だ
。代
金

が
回
収
で
き
な
く
な
る
か
も
し
れ
な

い
リ
ス
ク
も
あ
る
が
、陽
気
で
お
お
ら
か

な
気
質
の
今
治
人
は
、相
手
の
心
を

開
き
信
頼
関
係
を
築
く
の
が
巧
か
っ

た
の
だ
ろ
う
。ア
イ
デ
ア
を
駆
使
し
て

商
売
に
生
か
そ
う
と
す
る
逞
し
さ
は

今
も
昔
も
変
わ
ら
な
い
。桜
井
漆
器
は

伝
統
工
芸
品
と
し
て
今
治
に
根
づ
い

た
。農
具
か
ら
漆
器
、そ
し
て
商
法
へ
、

桜
井
の
商
人
た
ち
が
灯
し
た
明
か
り

は
、今
の
時
代
に
も
静
か
に
引
き
継
が

れ
て
い
る
。

椀
船
と
月
賦
販
売

わ
ん

ぶ
ね
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ドンドビ交差点・銀座商店街の入口

ドンドビ交差点の道路標識 商店の片隅に建つ「川岸端」の碑 今治城の堀は海とつながっている 今治城の天守から見た市街地、今治港方面。遠くに来島海峡大橋が見える。

まちなかの活性化を目指して若い人たちが頑張っている。

商店街と並行して流れる金星川

お
り

昭和40年代の商店街（昭和43年今治地方観光協会発行「いまばり」より）

今治城
愛媛県今治市
通町3-1-3

GoogleMap

0
3

.S
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h
i

市
街
地

町並みをゆく　03.市街地

　
今
治
城
は
、海
か
ら
砂
が
吹
き
あ
げ

る
浜
に
建
つ
と
い
う
意
で
、別
名「
吹
揚

城
」と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。平
和
な
世

と
将
来
的
な
経
済
発
展
を
念
頭
に
、

海
に
近
い
土
地
に
城
と
町
を
設
計
し

た
こ
と
は
、高
虎
の
先
進
性
を
よ
く
表

し
て
い
る
。高
虎
は
、城
を
中
心
に
内

堀
と
外
堀
と
の
間
に
家
臣
の
屋
敷
、そ

の
周
囲
に
町
人
町
や
百
姓
町
を
つ

く
っ
た
。江
戸
時
代
と
今
と
で
は
、海

岸
線
な
ど
は
変
わ
っ
て
い
る
が
、本
町
、

片
原
町
、中
浜
町
、風
早
町
と
い
っ
た

町
割
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。城
を
中
心

に
、港
と
城
下
町
を
つ
な
ぐ
街
路
を
整

備
し
た
都
市
設
計
が
、現
在
の
今
治

市
の
礎
に
な
っ
て
い
る
。

　
商
店
街
に「
川
岸
端
」と
い
う
小
さ

な
碑
が
あ
る
。商
店
街
に
並
行
し
て
流

れ
る
金
星
川
は
、か
つ
て
今
治
城
の
外

堀
だ
っ
た
。現
在
は
幅
六
ｍ
ほ
ど
の
細

い
流
れ
だ
が
、江
戸
時
代
は
幅
三
十
ｍ

も
あ
り
、海
か
ら
直
接
船
を
乗
り
入

れ
る
こ
と
が
で
き
た
そ
う
だ
。開
町
当

時
は
こ
の
付
近
が
川
の
端
だ
っ
た
た
め

「
川
岸
端
」と
呼
ば
れ
た
。の
ち
に
豪

商
の
屋
敷
が
軒
を
連
ね
、問
屋
が
立
ち

並
ぶ
町
の
中
心
と
な
っ
て
い
く
。現
在

の「
今
治
銀
座
」も
、こ
の
川
岸
端
が
発

展
し
た
も
の
だ
。

　
そ
の
金
星
川
を
上
っ
て
い
く
と「
ド

ン
ド
ビ
」に
突
き
当
た
る
。上
流
の
泉
川

と
の
境
目
で
、地
元
の
人
に
は
馴
染
み

の
場
所
だ
が
、初
め
て「
ド
ン
ド
ビ
交
差

点
」の
標
識
を
見
た
人
は
一
様
に
驚
く

よ
う
だ
。漢
字
で
は「
呑
吐
樋
」と
書

く
。川
の
水
を
呑
ん
だ
り
吐
い
た
り
す

る
装
置
、外
堀
の
水
位
を
調
整
す
る
た

高
虎
が
込
め
た
願
いめ

の
樋
門
が
そ
の
場
所
に
あ
っ
た
こ
と

か
ら
そ
の
名
が
つ
い
た
。堀
は
埋
め
た

て
ら
れ
一
部
が
金
星
川
と
な
り
、樋
門

も
平
成
十
二
年
に
撤
去
さ
れ
た
。

　
か
つ
て
今
治
城
に
は
三
重
の
堀
が
巡

ら
さ
れ
て
い
た
。現
存
し
て
い
る
内
堀

と
、外
堀
の
名
残
で
あ
る
金
星
川
、泉

川
の
内
側
に
、も
う
ひ
と
つ
中
堀
が
存

在
し
て
い
た
そ
う
だ
。弥
生
通
り（
通

称
）か
ら
松
本
町
を
横
断
し
、黄
金
町

を
海
へ
向
か
う
筋
が
中
堀
だ
っ
た
と
い

う
説
が
あ
る
。確
か
に
こ
の
ル
ー
ト
に

は
、と
こ
ろ
ど
こ
ろ
水
路
が
存
在
し
て

い
る
。当
時
の
名
残
を
探
し
な
が
ら
散

策
す
る
の
も
面
白
い
だ
ろ
う
。

  

昭
和
二
十
年
の
今
治
空
襲
に
よ
り
八

割
が
焼
け
野
原
と
な
っ
た
今
治
市
街

地
に
は
、古
い
建
物
や
町
並
み
が
ほ
と

ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。戦
後
の
今
治
復

興
は
県
下
で
も
早
く
、焼
け
跡
か
ら

商
店
や
家
が
立
ち
並
ん
だ
と
い
う
。今

治
人
は
商
魂
た
く
ま
し
く
パ
ワ
フ
ル
。

新
し
い
も
の
好
き
で
も
あ
る
。時
代
の

変
化
に
柔
軟
に
対
応
し
、自
分
た
ち
の

力
に
変
え
て
い
く
。そ
う
や
っ
て
幾
度

の
苦
難
を
乗
り
越
え
て
き
た
。近
年
、

客
足
は
郊
外
へ
流
れ
、中
心
商
店
街
に

最
盛
期
の
よ
う
な
賑
わ
い
は
な
い
。時

代
の
流
れ
、と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ

ま
で
だ
。し
か
し
今
ま
た
、若
い
商
店

主
や
市
民
が
立
ち
上
が
り
、人
の
流
れ

を
取
り
戻
そ
う
と
さ
ま
ざ
ま
な
取
り

組
み
が
始
ま
っ
て
い
る
。城
下
町
に
新

し
い
風
が
吹
い
て
い
る
。

今
治
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
そ
び
え
る

今
治
城
。築
城
の
名
手
と
い
わ
れ
る
藤

堂
高
虎
が
一
六
〇
二
年
に
築
城
を
開

始
し
た
城
で
、堀
に
海
水
を
引
い
た
海

城
と
し
て
も
名
高
い
。そ
れ
以
前
の
今

治
の
拠
点
は
、こ
こ
か
ら
五
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
唐
子
山
の「
国
府

城
」だ
っ
た
。今
治
に
着
任
し
た
高
虎

は
、そ
の
山
城
を
廃
城
に
し
、軍
事
的

に
枢
要
で
交
通
や
経
済
発
展
に
も
便

利
な
海
沿
い
の
平
野
に
新
し
い
城
を

築
い
た
。

ふ
き
あ
げ

じ
ょ
う

か

し

ば
た
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海
の
中
に
鎮
座
す
る
鳥
居
。か
つ
て

人
々
は
海
上
か
ら
船
で
鳥
居
を
く
ぐ

り
龍
神
社
へ
参
拝
し
て
い
た
と
い
う
。

そ
の
名
残
で
、龍
神
社
の
祭
礼
で
は
、

宮
出
し
し
た
獅
子
と
神
輿
を
船
に
乗

せ
、海
上
渡
御
を
す
る
。

  

海
上
の
鳥
居
を
過
ぎ
る
と
、提
婆
と

い
う
天
狗
に
よ
る
悪
魔
祓
い
の
舞
が
披

露
さ
れ
る
。そ
の
間
に
船
を
停
泊
さ

せ
、継
ぎ
獅
子
へ
と
う
つ
る
。こ
こ
で
は

三
継
ぎ
に
続
き
、四
継
ぎ
が
披
露
さ
れ

る
。強
風
に
煽
ら
れ
波
間
に
揺
れ
る
獅

子
船
を
、海
岸
か
ら
固
唾
を
呑
ん
で

見
守
る
人
々
。ぐ
ら
り
、と
船
が
大
き

く
揺
れ
る
と
観
客
か
ら
悲
鳴
に
近
い

声
が
あ
が
っ
た
。風
が
止
む
の
を
待
つ

間
も
、下
で
支
え
る
人
の
体
力
は
じ
わ

じ
わ
と
奪
わ
れ
る
。苦
し
そ
う
に
時
折

顔
が
歪
む
。観
客
か
ら「
が
ん
ば
れ
！
」

と
大
き
な
声
援
の
輪
が
広
が
る
。張
り

詰
め
た
空
気
の
中
、天
に
向
け
獅
子
児

が
ゆ
っ
く
り
と
立
ち
あ
が
る
と
、割
れ

ん
ば
か
り
の
拍
手
が
起
こ
っ
た
。

　継
ぎ
獅
子
は
、子
ど
も
と
大
人
が

ひ
と
つ
に
な
っ
て
厳
し
い
練
習
を
積
み

重
ね
て
こ
そ
披
露
で
き
る
努
力
の
結

晶
。地
上
で
も
難
し
い
継
ぎ
獅
子
を
、

船から浜に上がった獅子は、神輿を先導し芸をしながら「地蔵堂」まで練り歩き、地蔵堂であらためて演目を披露する。

継
ぎ
獅
子

神
々
が
宿
る
祭
り
と
伝
統

海
の
上
に
獅
子
が
立
つ

愛
媛
県
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
い
る
継
ぎ
獅
子
。今
治
地
方
に

は
、二
十
以
上
の
獅
子
舞
団
体
が
あ

り
、そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
が
あ
る
。神
社

の
境
内
で
奉
納
す
る
も
の
が
ほ
と
ん

ど
だ
が
、大
西
町
九
王
の
龍
神
社
に

は
、海
の
上
で
奉
納
す
る
唯
一
無
二
の

「
船
上
継
ぎ
獅
子
」が
残
る
。

大
西
町
九
王 

龍
神
社

　船
上
継
ぎ
獅
子

り
ゅ
う

不
安
定
な
船
の
上
で
成
功
さ
せ
る
こ

と
は
並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
い
。彼
ら

は
約
二
ヶ
月
前
か
ら
、毎
日
練
習
に
励

ん
で
き
た
。し
か
も
、船
上
で
の
継
ぎ

獅
子
は
本
番
一
発
勝
負
。天
候
、風
や

波
の
状
態
は
刻
一
刻
と
変
わ
る
。そ
の

緊
張
は
計
り
知
れ
な
い
だ
ろ
う
。

　「
子
ど
も
の
頃
に
聞
い
て
い
た
太
鼓

の
リ
ズ
ム
が
ず
っ
と
耳
に
残
っ
て
い
ま

す
。大
人
に
な
っ
て
今
治
を
離
れ
て
い

た
時
期
が
長
か
っ
た
の
で
す
が
、地
元

に
帰
っ
た
時
、ま
た
継
ぎ
獅
子
を
や
り

た
い
と
思
っ
た
。自
分
が
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
に
、子
ど
も
た
ち
に
も
将
来
そ

う
思
っ
て
も
ら
え
た
ら
嬉
し
い
。」そ
う

語
る
九
王
獅
子
連
の
ひ
と
り
、杉
原

健
一
さ
ん
は
、祖
父
も
父
も
叔
父
も
、

船
上
継
ぎ
獅
子
を
奉
納
し
て
き
た
。

今
年
は
息
子
、綾
斗
く
ん
が
見
事
に

獅
子
児
を
演
じ
た
。近
年
は
親
子
で

共
演
す
る
こ
と
も
多
い
と
い
う
。子
ど

も
た
ち
が
と
て
も
楽
し
そ
う
に
し
て
い

る
姿
が
印
象
的
だ
っ
た
。

　下
に
敷
い
て
あ
る
の
は
む
し
ろ
一

枚
、落
ち
た
ら
当
然
大
怪
我
を
す
る
。

継
ぎ
獅
子
を
立
て
る
と
き
は
必
ず
周

囲
に
大
人
た
ち
が
寄
せ
て
立
ち
、万
一

崩
れ
た
ら
、真
っ
先
に
子
ど
も
を
全
員

で
受
け
に
い
く
。「
獅
子
児
」は
、未
来

を
担
う
地
域
の
宝
。継
ぎ
獅
子
は
、こ

の
宝
を
大
人
た
ち
が
団
結
し
て
支
え
、

守
っ
て
い
く
と
い
う
姿
を
あ
ら
わ
す
。

団
結
力
と
信
頼
関
係
が
な
け
れ
ば
決

し
て
成
り
立
た
な
い
。

　こ
の
地
域
に
継
ぎ
獅
子
が
あ
る
か

ぎ
り
、未
来
は
き
っ
と
明
る
い
。

神々が宿る祭りと伝統

今
治
地
方
に
伝
わ
る
伝
統
的
な
祭
り
で
は
、肩
の
上
に
人
が
乗

り
、縦
に
三
〜
五
段
と
継
い
で
ゆ
き
、最
上
段
に
獅
子
頭
を
か

ぶ
っ
た
子
ど
も
が
舞
う｢

継
ぎ
獅
子｣
が
広
く
見
ら
れ
る
。伊
勢

の
代
々
神
楽
が
江
戸
時
代
に
今
治
地
方
に
伝
わ
り
、天
ま
で
伸

び
る
ほ
ど
の
五
穀
豊
穣
と
、神
の
領
域
に
よ
り
近
づ
き
た
い
と

い
う
願
い
か
ら
、上
へ
高
く
継
い
で
い
く「
三
継
ぎ
獅
子
」「
四
継

ぎ
獅
子
」「
五
継
ぎ
獅
子
」へ
と
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
と
い
わ
れ

る
。最
上
段
で
舞
う
獅
子
児
は
、そ
の
地
区
の
六
歳
前
後
の
子
ど

も
が
務
め
る
。絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
と
力
、技
が
頼
り
。そ
の
様
は
ス

リ
ル
と
迫
力
に
満
ち
、獅
子
が
空
に
聳
え
る
気
高
い
姿
は
、観
る

者
を
圧
倒
す
る
。
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そ
び

だ
い

す
ぎ
は
ら

け
ん
い
ち

あ
や

と

ば
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祭りは、『拝み出し』『獅子三番叟』『提婆』『寝獅子』『猩々』と続く。
にわか芝居をはさんで『継ぎ獅子』が奉納される。今年は三継が
二度奉納された。

芝居のメイクは自分たちで。

獅子の動きを若手に指導する保存会会長の菅忠則さん（中央）
夜遅くまで練習は続く。

　「に
わ
か
」は
、掛
け
合
い
に
よ
る
滑

稽
な
寸
劇
。江
戸
時
代
、大
阪
住
吉
神

社
の
夏
祭
り
の
行
列
で
行
わ
れ
た
即

興
劇
が
起
源
と
さ
れ
、明
確
な
資
料

は
残
っ
て
い
な
い
が
、当
地
域
で
は
二

百
年
近
い
歴
史
が
あ
る
と
伝
わ
る
。愛

媛
県
内
に
残
存
す
る
唯
一
の
に
わ
か
芸

「
朝
倉
矢
矧
神
社
の
獅
子
舞
と
に
わ

か
」は
県
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
い
る
。

  

獅
子
舞
奉
納
の
途
中
に
上
演
さ
れ

る
も
の
で
、太
鼓
の
音
を
合
図
に
、役

者
は
獅
子
の
中
か
ら
登
場
し
、芝
居
が

終
わ
る
と
獅
子
が
迎
え
に
や
っ
て
き

て
、そ
の
中
に
消
え
退
場
し
て
い
く
。

獅
子
舞
の
油
単（
胴
体
を
覆
う
布
）

が
、幕
代
わ
り
と
い
う
の
は
な
ん
と
も

粋
。　平

成
三
十
年
の
祭
り
で
は『
医
者
と

坊
主
』と『
身
代
わ
り
地
蔵
』の
ふ
た
つ

の
演
目
が
披
露
さ
れ
た
。い
ず
れ
も
十

分
ほ
ど
の
長
さ
で
、登
場
人
物
は
二
〜

三
人
。拝
殿
の
前
に
敷
い
た
む
し
ろ
の

上
で
上
演
さ
れ
る
。昔
は
十
題
ほ
ど
が

語
り
継
が
れ
て
い
た
が
、近
年
は
、『
白

井
権
八
』『
医
者
と
坊
主
』『
身
代
わ
り

地
蔵
』の
中
か
ら
選
ん
で
演
じ
る
こ
と

が
多
い
そ
う
だ
。時
事
ネ
タ
や
風
刺
を

里
山
に
軽
や
か
な
太
鼓
の
音
が
響
く
。境
内
の
片
隅
で
は
男
性
陣
が
メ
イ
ク
に
奮
闘

中
。あ
ま
り
の
出
来
栄
え
に
、お
互
い
顔
を
見
合
わ
せ
て
噴
き
出
す
場
面
も
。神
社
は

朝
か
ら
和
や
か
な
笑
い
で
包
ま
れ
て
い
た
。今
治
市
朝
倉
の
矢
矧
神
社
の
春
の
大
祭

に
は
、「
に
わ
か
」と
呼
ば
れ
る
珍
し
い
芝
居
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

『身代わり地蔵』の一場面。地蔵づくりが間に合わず自らが地蔵のふりをした石屋は、お参りに来た人々に散々な目に遭わされる。手作りの小道具や衣装なども自分たちで用意する。

神々が宿る祭りと伝統

朝
倉 

矢
矧
神
社

　獅
子
舞
と
に
わ
か
芝
居

織
り
交
ぜ
た
セ
リ
フ
が
大
人
た
ち
の
笑

い
の
ツ
ボ
を
く
す
ぐ
る
。最
前
列
に
は

子
ど
も
た
ち
が
陣
取
り
、役
者
に
向

か
っ
て
か
わ
い
い
野
次
を
飛
ば
す
。そ
れ

に
応
酬
す
る
役
者
。観
客
と
の
掛
け
合

い
は
絶
妙
だ
。夢
中
に
な
り
す
ぎ
た
子

ど
も
た
ち
が
芝
居
に
加
勢
す
る
と
い

う
ハ
プ
ニ
ン
グ
が
さ
ら
に
笑
い
を
誘
う
。

ま
る
で
観
客
も
役
者
の
よ
う
。そ
の
場

に
い
る
全
員
が
ひ
と
つ
の
舞
台
を
つ

く
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。

　矢
矧
獅
子
保
存
会 

青
年
部
の
メ
ン

バ
ー
は
こ
の
日
に
向
け
て
稽
古
を
重
ね

て
き
た
。と
は
い
え
、「
あ
ま
り
練
習
し

す
ぎ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
」の
が
ポ
イ

ン
ト
だ
そ
う
。上
手
く
な
り
す
ぎ
る

と
、に
わ
か
本
来
の
持
ち
味
で
あ
る
即

興
の
面
白
さ
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う

と
い
う
の
が
そ
の
理
由
だ
。話
の
流
れ

と
オ
チ
は
覚
え
て
い
る
が
、細
か
な
部

分
は
本
番
の
流
れ
に
任
せ
る
。台
本
に

な
い
展
開
を
楽
し
む
の
が
、に
わ
か
の

醍
醐
味
だ
。

　二
十
代
か
ら
四
十
代
ま
で
二
十
五

名
ほ
ど
で
構
成
さ
れ
て
い
る
青
年
部
。

彼
ら
の
仕
事
は
会
社
員
か
ら
自
営

業
、農
業
な
ど
様
々
。地
元
出
身
者
も

い
れ
ば
、結
婚
を
機
に
朝
倉
に
住
み
始

め
た
人
も
い
る
。共
通
点
は
、こ
の
伝

統
あ
る
祭
り
を
継
承
し
て
い
こ
う
と

真
剣
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
。高
齢

化
が
す
す
む
地
域
の
農
村
に
お
い
て
若

者
は
貴
重
な
人
材
。そ
ん
な
彼
ら
を
、

保
存
会
会
長
の
菅
忠
則
さ
ん
を
中
心

と
し
た
ベ
テ
ラ
ン
勢
が
支
え
る
。練
習

に
も
積
極
的
に
顔
を
出
し
、熱
心
に
後

輩
た
ち
の
指
導
に
あ
た
っ
て
い
る
。春

の
大
祭
は
、世
代
を
越
え
地
域
が
ひ
と

つ
に
な
っ
て
作
り
上
げ
る
晴
れ
の
舞
台

な
の
だ
。

　「に
わ
か
」の
漢
字
は
、即
興
的
な
意

を
も
つ「
俄
か
」が
一
般
的
で
あ
る
よ
う

だ
が
、神
社
由
緒
に
は「
場
華
」と
い
う

字
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。ま
さ
に
場
を

華
や
か
に
彩
る
伝
統
芸
。神
様
に
お
も

て
な
し
を
し
た
い
。神
様
に
笑
っ
て
も

ら
い
た
い
。そ
ん
な
願
い
か
ら
始
ま
っ
た

と
さ
れ
る
に
わ
か
芝
居
は
、時
代
を
越

え
人
々
を
つ
な
ぎ
、皆
に
笑
顔
を
届
け

る
。澄
み
切
っ
た
五
月
の
空
に
笑
い
声

が
こ
だ
ま
す
る
。神
様
も
笑
っ
て
く
れ

て
い
る
だ
ろ
う
。

『医者と坊主』時計を奪い合う場面
では、観客の子どもたちが参戦して
しまう予想外のハプニングが。仲裁
に入る祭りの役員さん。その様子が
さらに笑いを誘う。

に
わ
か

か
ん
た
だ
の
り

ゆ

た
ん

神
様
に
笑
い
を
届
け
る
。

や

は
ぎ

や
は
ぎ
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宮出し。今年はあいにくの天候だったが、
珍しい雨支度の神輿に、多くの愛好者た
ちのカメラが向けられていた

祭りの1週間前に牛鬼を組み立てる。骨組みは竹。しっ
かりと組まれた胴体の上を黒い布で覆う。

お供馬の走り込み
（愛媛県無形民俗文化財）

かしらは内側に厳島神社の御札を張り付けて
作っている。どこかユーモラスな表情。

早乙女による田植えの儀式

加茂神社の参道をすすむ牛鬼とだんじり

　旧
暦
五
月
五
日
に
開
催
さ
れ
る
大

祭
で
は
、力
士「
一
力
山
」が
目
に
は

見
え
な
い
稲
の
精
霊
と
相
撲
を
と
る

「
一
人
角
力
」が
奉
納
さ
れ
る
。稲
の
精

霊
が
勝
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、春
に
は
豊

作
が
約
束
さ
れ
、秋
に
は
収
穫
を
感
謝

す
る
と
い
う
神
事
で
あ
る
。江
戸
時
代

よ
り
島
内
の
屈
強
な
男
子
が
力
士
と

し
て
奉
仕
し
て
き
た
。昭
和
五
十
九
年

に
途
切
れ
た
が
、平
成
十
一
年
瀬
戸
内

し
ま
な
み
海
道
開
通
を
契
機
に
、地

元
の
若
者
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
力
士

役
、行
司
役
の
ふ
た
り
に
よ
っ
て
一
人

角
力
は
復
活
し
た
。

　角
力
は
、「
稲
の
精
霊
」と「
一
力
山
」

に
よ
る
三
本
勝
負
で
行
わ
れ
、稲
の
精

霊
が
二
勝
一
敗
で
勝
つ
の
が
決
ま
り
。

結
果
が
わ
か
っ
て
い
る
と
は
い
え
、観
客

を
魅
了
さ
せ
る
技
の
数
々
は
見
ど
こ

ろ
十
分
。手
に
汗
握
る
取
り
組
み
に
大

【
ひ
と
り
ず
も
う
】自
分
独
り
で
気
負
い
こ
ん
で
事
を
行
う
こ
と
。ま
た
、そ
れ
が
徒
労

に
終
わ
る
た
と
え
―
そ
の
語
源
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
、一
人
で
行
う
相
撲
が
あ
る
。

神
の
島
と
い
わ
れ
る
大
三
島
、大
山
祇
神
社
の
御
田
植
祭
だ
。

目には見えない稲の精霊とすもうをとる一力山。「すもう」は一般的には「相撲」の字を当てるが、ここでは、相撲を含めた広義の力
くらべである「角力」の文字を用い、一般の相撲とは違うこと、神との力くらべを表すとされる。

神々が宿る祭りと伝統

大
三
島 

大
山
祇
神
社

　御
田
植
祭

き
な
歓
声
が
あ
が
る
。最
後
に
一
力
山

は
見
え
な
い
精
霊
に
よ
っ
て
華
麗
に
投

げ
飛
ば
さ
れ
る
。土
俵
を
去
る
一
力
山

に
は
惜
し
み
な
い
拍
手
が
送
ら
れ
た
。

　一
人
角
力
奉
納
の
あ
と
は
、島
内
か

ら
選
ば
れ
た
十
六
名
の
早
乙
女
が
白

衣
に
赤
襷
、手
甲
、脚
絆
の
清
廉
な
装

い
で
御
田
植
え
を
す
る
。早
乙
女
は
小

学
生
の
女
児
。田
ん
ぼ
に
入
る
機
会
な

ど
あ
ま
り
な
い
で
あ
ろ
う
現
代
っ
子
、

泥
に
足
元
を
と
ら
れ
な
が
ら
、お
そ
る

お
そ
る
歩
く
姿
が
微
笑
ま
し
い
。観
客

に
は
少
女
た
ち
の
家
族
も
多
く
、愛

娘
の
晴
れ
姿
を
懸
命
に
写
真
や
動
画

に
収
め
よ
う
と
す
る
様
子
が
あ
ち
こ

ち
で
見
ら
れ
た
。祭
り
は
、厳
か
な
神

事
で
あ
る
と
同
時
に
、家
族
が
集
ま
る

機
会
で
も
あ
り
、地
域
の
人
々
を
楽
し

ま
せ
、そ
の
心
を
和
ま
せ
る
も
の
な
の

だ
と
あ
ら
た
め
て
思
う
。

　「牛
鬼
」と
い
え
ば
愛
媛
県
宇
和
島

市
や
南
予
地
方
の
祭
り
が
有
名
だ
が
、

遠
く
離
れ
た
東
予
地
方
で
菊
間
町
だ

け
に
現
存
す
る
。そ
の
由
緒
や
沿
革
、

な
ぜ
飛
び
地
の
よ
う
に
菊
間
町
に
あ

る
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。し
か
し
文

化
十
三
年（
一
八
一
六
年
）加
茂
神
社
社

記
に
牛
鬼
の
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

江
戸
時
代
に
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た

よ
う
だ
。

　祭
り
当
日
は
、朝
九
時
に
ラ
ッ
パ
の

音
を
合
図
に
牛
鬼
と
だ
ん
じ
り
が
厳

島
神
社
を
出
発
、加
茂
神
社
ま
で
半

鐘
を
鳴
ら
し
な
が
ら
練
り
歩
く
。そ

の
後
ろ
に
小
ぶ
り
な
牛
鬼
。こ
ち
ら
は

子
ど
も
た
ち
が
担
い
で
い
る
。一
時
間
ほ

ど
か
け
て
加
茂
神
社
に
到
着
す
る
と
、

お
供
馬
の
走
り
込
み
を
一
旦
中
断
す
る

形
で
、牛
鬼
が
そ
の
長
い
首
を
伸
ば
し

た
り
縮
め
た
り
し
な
が
ら
参
道
を
進

み
、本
殿
へ
の
石
段
を
上
が
っ
て
い
く
。

牛
鬼
は
場
を
清
め
る
役
割
を
担
っ
て
い

る
と
さ
れ
て
お
り
、神
輿
の
先
駆
け
、

露
払
い
の
役
を
果
た
し
て
い
る
。長
さ

八
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
牛
鬼
が
何
十
人
も

の
担
ぎ
手
に
囲
ま
れ
て
進
む
姿
は
勇

祭
り
用
の
美
し
い
装
飾
具
を
つ
け
た
馬
に「
乗
り
子
」と
呼
ば
れ
る
少
年
が
乗
り
、勇

ま
し
い
掛
け
声
と
と
も
に
参
道
の
馬
場
を
一
気
に
駆
け
抜
け
る「
お
供
馬
の
走
り
込

み
」。勇
壮
華
麗
な
こ
と
で
知
ら
れ
る
加
茂
神
社
秋
季
例
大
祭（
菊
間
祭
り
）は
、毎

年
多
く
の
見
物
客
で
賑
わ
う
。そ
の
お
供
馬
と
な
ら
ぶ
祭
り
の
見
ど
こ
ろ
の
ひ
と
つ

に
、「
牛
鬼
」が
あ
る
。

菊
間
町 

加
茂
神
社

　秋
季
例
大
祭

ま
し
く
、迫
力
に
満
ち
て
い
た
。

　牛
鬼
は
町
内
に
あ
る
厳
島
神
社
の

氏
子
に
託
さ
れ
て
い
る
。牛
鬼
を
よ
く

見
る
と
、ひ
ょ
う
き
ん
で
愛
ら
し
い
顔

を
し
て
お
り
、鬼
と
い
う
よ
り
牛
の

面
。牛
鬼
は
氏
子
た
ち
に
よ
る
手
作

り
な
の
だ
。か
し
ら
の
骨
組
み
に
な
っ

て
い
る
の
は
、な
ん
と「
じ
ょ
う
れ
ん
」

（
竹
で
編
ん
だ
箕
）。大
き
さ
や
形
が
丁

度
良
か
っ
た
の
か
、昔
か
ら
こ
れ
を
使
っ

て
い
る
そ
う
だ
。

　南
予
地
方
か
ら
遠
く
離
れ
た
菊
間

の
地
に
ぽ
つ
ん
と
残
る
牛
鬼
。そ
の
謎

に
満
ち
た
存
在
に
は
、伝
統
を
守
り

後
世
へ
つ
な
い
で
い
こ
う
と
す
る
地
元

の
人
々
の
惜
し
み
な
い
愛
情
と
情
熱
が

宿
っ
て
い
る
。

神
様
と
力
く
ら
べ
。

東予地方で唯一の牛鬼

お

た

う
え
さ
い

ひ
と
り

ず
も
う

い
ち
り
き
ざ
ん

あ
か
だ
す
き

て
っ

い
つ
く

は
ん

し
ま

し
ょ
う

こ
う

き
ゃ
は
ん
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伝
え
て
い
き
た
い
、

　
　
　  

郷
土
の
味

今
治
に
住
む
人
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
に
日
常
的
す
ぎ
る
た
め
、

「
こ
れ
が
郷
土
料
理
で
す
よ
」と
い
わ
れ
て
も
ピ
ン
と
こ
な
い
か
も

し
れ
な
い
。故
郷
を
離
れ
て
み
て
初
め
て「
ア
レ
？
こ
れ
っ
て
他
の

地
域
で
は
一
般
的
じ
ゃ
な
か
っ
た
の
？
」と
気
づ
く
こ
と
が
多
い
も

の
。郷
土
料
理
は
、地
域
振
興
あ
り
き
の
ご
当
地
グ
ル
メ
と
は

ち
ょ
っ
と
ち
が
う
。そ
の
土
地
に
住
む
人
が
昔
か
ら
食
べ
続
け
て

い
る
、飾
ら
な
い
、ホ
ッ
と
で
き
る
味
。

ふ
だ
ん
着
の
ゴハン

家
庭
料
理

鯛めし

ハ
レ
の
日
の
ゴハン

お
御
馳
走

今治といえば、魚の王様「鯛」。その新鮮な鯛を丸ごと一匹、お米と一緒に炊き込む
「鯛めし」。塩、醤油、昆布などで薄く味付けして、炊き上がったら鯛の身をほぐし、
あつあつご飯に混ぜ合わせて食べる。鯛のうま味がしっかりしみ込んだ贅沢な
一品だ。

法楽焼
来島水軍が戦勝の際に食べたとされる豪快な水軍料理。こうら（素焼きのほう
ろく）の上に小石を敷きつめ、鯛を中心に、海老、ほご、ちぬ、蛤や卵を盛り合わ
せ、もう一枚のこうらでふたをして焼く。味付けは塩のみ。小石が余分な水分を
吸収するので、焼き上がりはホクホク。

いぎす豆腐
今治では代表的な夏の味覚のひとつ。「い
ぎす」は、瀬戸内沿岸で採れるテングサに
似た海藻の一種で、それを煮て、生大豆
粉を加え、寒天のように固めたものを「いぎ
す豆腐」という。中にいれる具材は、エビや
人参、枝豆、ひじきなど各家庭によって
様々。お好みで、生姜醤油や酢味噌などを
つけていただく。

せんざんき
下味をつけた鶏の唐揚げ。そ
の不思議な名前には、鳥肉を
小さく切るので「千斬切」とい
う説や、江戸時代、千さんとい
う人が近見山に生息していた
キジ肉を使ったという「千さん
キジ」説、中国語の軟炸鶏(エ
ンザーチ)、「清炸鶏(チンザー
チ)」という鶏の唐揚げの読み
方からきているという説、など
諸説ある。ニンニクや生姜の
風味が後を引くウマさは大人
にも子どもにも大人気。

煮付け（煮魚）
来島海峡の魚介類は、身が引き締まり抜群の味。煮付け、アラ焚きなどさまざまな
魚料理が食卓を彩る。

お造り
来島海峡の激しい潮にもまれることで身の締まった美味しい魚
が育つ。今治の御馳走には、刺身の盛り合わせ、豪華な舟盛り
が登場することもしばしば。

鯛の浜焼き
塩で味をつけた鯛を炭火で時間をかけて
じっくりと焼き上げる。お正月やお食い初め
や御祝いの席でふるまわれることが多い。
鯛の上品で濃厚な味を堪能することができる。

R e c i p e

M O G UMOG U
I M A B A R I

★料理協力（せんざんき／鯛めし／煮付け／法楽焼／活造り）　伊豫水軍（愛媛県今治市湊町）

鶏
骨
つ
き
肉
　 

４
０
０ｇ

つ
け
汁

　
醤
油 

　
大
さ
じ
４ 

　
み
り
ん
　
大
さ
じ
３ 

　
酒
　
大
さ
じ
２ 

　
砂
糖
　
大
さ
じ
１ 

　

　
す
り
お
ろ
し
に
ん
に
く
　
お
好
み
の
量

　
し
ょ
う
が
　
お
好
み
の
量

片
栗
粉
　
適
量 

揚
げ
油
　
適
量

１
　
鶏
肉
を
大
き
め
の
ぶ
つ
切
り
に
す
る
。  

２
　
つ
け
汁
に
漬
け
込
む
。(

少
し
長
め
に
漬
け

る
と
よ
く
し
み
る
。)  

３
　
揚
げ
る
前
に
片
栗
粉
を
入
れ
て
よ
く
ま
ぜ

て
油
で
揚
げ
る
。二
度
揚
げ
す
る
と
カ
ラ
ッ

と
揚
が
る
。

●
ご
家
庭
で
は
お
子
様
向
け
に
骨
な
し
の
鶏
肉

も
お
す
す
め
。

い
ぎ
す
草
　
３
０ｇ 

醤
油
　
３
０ｃ
ｃ

砂
糖
　
少
々

生
大
豆
粉
　
１
０
０ｇ 

水 

　
１
〜
１
．２
ℓ

え
び
　
２
０
０ｇ

人
参
　
１
０
０ｇ

１
　
え
び
を
ゆ
で
る
。（
ゆ
で
汁
を
だ
し
汁
と
し

て
使
う
） 

２
　
鍋
に
定
量
の
だ
し
汁
を
入
れ
て
、い
ぎ
す

草
が
溶
け
る
ま
で
炊
く
。  

３
　
え
び
は
殻
を
む
き
、人
参
は
千
切
り
に
す

る
。 

４
　（
２
）の
中
に
え
び
、人
参
を
入
れ
て
大
豆

粉
を
少
し
ず
つ
入
れ
て
か
き
混
ぜ
る
。  

５
　
醤
油
、砂
糖
を
入
れ
て
味
を
と
と
の
え
、流

し
箱
に
入
れ
て
冷
や
し
固
め
る
。

６
　
お
好
み
で
、生
姜
醤
油
、酢
味
噌
、ぽ
ん
酢

な
ど
を
か
け
て
食
べ
る
。

鯛(

小
さ
い
も
の)

　
１
匹 

米
　
３
カ
ッ
プ

水
　
３
カ
ッ
プ

薄
口
醤
油
　
大
さ
じ
３ 

酒 

大
さ
じ
　
１
．５ 

塩 

小
さ
じ
　
１ 

昆
布
　
５
セ
ン
チ
角
１
枚 

１
　
鯛
は
う
ろ
こ
と
内
臓
を
と
り
、軽
く
洗
う
。 

２
　
米
を
洗
っ
て
３
０
分
く
ら
い
う
ち
あ
げ
て

お
い
て
か
ら
、炊
飯
器
に
入
れ
、塩
・
醤
油
・

酒
を
入
れ
て
水
加
減
を
す
る
。 

３
　
上
に
昆
布
、鯛
を
丸
ご
と
入
れ
、炊
く
。

（
鯛
は
切
り
身
で
も
よ
い
）  

４
　
ご
飯
が
炊
き
あ
が
っ
た
ら
、昆
布
と
鯛
を

取
り
だ
し
、鯛
は
別
の
皿
で
、箸
で
身
を
ほ

ぐ
し
て
取
り
、も
う
一
度
身
だ
け
を
炊
飯

器
に
も
ど
す
。 

５
　 

鯛
の
身
と
ご
飯
を
よ
く
混
ぜ
る
。

せ
ん
ざ
ん
き（
３
人
前
）

い
ぎ
す
豆
腐（
４
人
前
）

鯛
め
し（
４
人
前
）

レシピ協力
今治郷土料理普及協議会
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今治地域地場産業振興センター
（1985年）

今治市公会堂（1958年） 今治市民会館（1965年）

旧今治信用金庫本店（1960年）
（現 愛媛信用金庫今治支店）

旧今治信用金庫常盤町支店（1967年）
（現 愛媛信用金庫常盤町支店）

今治市庁舎本館（1958年）
今治市庁舎･第一別館（1972年）
第二別館（1994年）

今治市岩田健母と子のミュージアム 
建築家：伊東豊雄氏
大三島（今治市大三島町）

眞鍋造機株式会社本社ビル
建築家：谷尻誠氏
今治市高部

母恵夢本舗 本町本店 
有名な銘菓店の屋上にはお城の天守閣のような建物が設置さ
れている。昭和40年頃の写真にも同じように屋上にお城があった。

日本食研株式会社　KO宮殿工場
「世界一美しい工場」と評判の日本食研のＫＯ宮殿工場は、豪華
絢爛、目を奪われる豪華さを誇る。オーストリアに実在するベル
ベデーレ宮殿をモチーフとして設計されている。

渦潮電機株式会社　みらい工場
今治を代表する舶用工業の企業。未来の船舶をイメージしてデ
ザインされたという工場は、まるでＳＦ映画のスペースシップのよう。

今治国際ホテル
今治のランドマークタワー。地上23階、高さ101.7ｍ、
四国で一番高いホテルで、市内のいたるところから見え
る。夜になると幻想的にライトアップされる。

みなと交流センター　はーばりー
建築家：原広司氏
今治市片原町　

今治市伊東豊雄建築ミュージアム 
建築家：伊東豊雄氏
大三島（今治市大三島町）

亀老山展望台
建築家：隈研吾氏
大島（今治市吉海町）

　市
庁
舎
本
館
と
市
民
会
館
、公
会

堂
の
三
棟
は
、都
市
設
計
も
研
究
し
て

い
た
丹
下
氏
ら
し
く
、駐
車
場
を
挟
ん

で
コ
の
字
型
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。い
ず

れ
も
ル・コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
建
築
か
ら
の
影

響
を
感
じ
さ
せ
る
作
品
と
い
わ
れ
て
い

る
。市
庁
舎
別
館
は
、先
の
三
棟
と
比

較
す
る
と
近
代
的
な
デ
ザ
イ
ン
。市
庁

舎
の
設
計
か
ら
二
十
七
年
後
、七
十
三

歳
と
な
っ
た
丹
下
氏
が
基
本
設
計
を

行
っ
た
の
が
今
治
地
域
地
場
産
業
振

興
セ
ン
タ
ー
だ
。年
代
に
よ
る
丹
下
建

築
の
変
化
も
見
ど
こ
ろ
の
ひ
と
つ
。

す
べ
て
徒
歩
圏
内
に
あ
る
の
で
、市
街

地
を
散
策
し
な
が
ら
丹
下
建
築
巡
り

の
一
日
を
過
ご
し
て
み
て
は
。

Imabari
Architecture

巨
匠
建
築
家
の

作
品
を
求
め
て

実は…
今治って
建築がアツいんです！

世界的な建築家・丹下健三氏とも
縁が深く、今治市内にはいくつもの
丹下建築が残る。他にも、伊東豊雄
氏、隈研吾氏、原広司氏、谷尻誠
氏など、今、最前線で活躍する有名
建築家の手掛けた作品も多数あり、
建築や設計に関心の高い人たちに
は興味深い町だ。

丹下健三氏の作品群

大阪府生まれ。日本を代表する世界的な建築家、
都市計画家。今治市は父親の故郷であり、小学校・
旧制中学校時代を過ごした。主な建築物に、広島平和
記念公園、香川県庁舎、国立代々木競技場、東京都
庁舎など。

丹  下  健  三
Kenzo Tange
（1913～2005）

今、最前線で活躍する有名
建築家が手掛けた作品も数
多くある。今治は間近で建
築作品と触れ合うことのでき
る絶好の場所だ。

市内を車で走っていると思わず目を奪わ
れる個性的な建築に出会うことがある。
ここでは、今治市内にあるちょっとユニー
クな建築物をご紹介しよう。

まだまだある！

有名建築家の
作品

いまばり名建築
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港
町
の
朝
は
早
い

　
か
つ
て
は
大
型
フェ
リ
ー
が
発
着
し
賑
わ
っ
て

い
た
今
治
港
。老
朽
化
し
た
港
湾
ビ
ル
の
建
て

替
え
に
と
も
な
い
誕
生
し
た「
は
ー
ば
り
ー
」

は
、巨
大
船
の
よ
う
な
迫
力
あ
る
ビ
ジ
ュ
ア
ル

だ
。設
計
は
原
広
司
氏
。港
湾
施
設
と
し
て
の

機
能
だ
け
で
な
く
、人
々
の
交
流
の
場
と
し
て

新
し
い
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

  

は
ー
ば
り
ー
を
背
に
、商
店
街
に
足
を
踏
み

入
れ
る
。こ
こ
は
鮮
魚
店
や
蒲
鉾
店
が
軒
を
連

ね
る「
新
町
」エ
リ
ア
。朝
早
く
か
ら
働
く
人
が

集
ま
る
た
め
、「
早
朝
喫
茶
」と
い
う
珍
し
い
営

業
ス
タ
イ
ル
の
喫
茶
店
が
存
在
す
る
。か
つ
て
は

数
軒
が
営
業
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、今
は「
マ
リ

ン
」と「
ガ
ー
ネ
ッ
ト
」の
二
軒
の
み
。漁
師
や
市

場
で
働
く
人
た
ち
に
合
わ
せ「
マ
リ
ン
」の
オ
ー

プ
ン
は
朝
五
時
。アッ
ト
ホ
ー
ム
な
店
内
で
は
、

常
連
さ
ん
が
ト
ー
ス
ト
と
サ
ラ
ダ
に
ゆ
で
卵
、

コ
ー
ヒ
ー
の
定
番
モ
ー
ニン
グ
を
楽
し
ん
で
い
た
。

　
今
治
商
店
街
は
、今
治
港
か
ら
ド
ン
ド
ビ

交
差
点
ま
で
、全
長
約
七
百
ｍ
の
通
り
だ
が
、

厳
密
に
い
う
と
港
側
か
ら「
新
町
」「
銀
座
」「
ど

ん
ど
び
」と
三
つ
の
商
店
街
に
分
か
れ
て
い
る
。

呉
服
店
が
多
い
本
町
筋
を
挟
ん
で
山
手
が「
銀

今
治
港
と
Ｊ
Ｒ
今
治
駅
の
間
の
一
帯
は
、交

通・市
政・商
業
の
要
衝
。陸
と
海
の
玄
関
口
を

擁
し
、様
々
な
人
が
行
き
交
う
。今
と
昔
が
混

在
す
る
ど
こ
か
懐
か
し
い
街
並
み
に
は
人
を
惹

き
つ
け
る
不
思
議
な
魅
力
が
あ
る
。ゆ
っ
く
り

流
れ
る
時
間
に
身
を
ま
か
せ
、た
だ
ぶ
ら
ぶ
ら

と
歩
い
て
み
る
だ
け
で
も
き
っ
と
楽
し
い
。

座
」。今
治
市
ま
ち
な
か
活
性
化
サ
ロ
ン「
ぷ

ら
っ
と
」の
前
が
そ
の
基
点
だ
。す
っ
か
り
風
景

に
溶
け
込
ん
で
い
る
が
、「
ぷ
ら
っ
と
」前
の
路
面

に
は
方
位
盤
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

歩
き
疲
れ
た
ら
、

コ
ー
ヒ
ー
で
ひ
と
い
き

　
商
店
街
を
歩
い
て
み
る
と
、早
朝
喫
茶
も
し

か
り
、付
近
に
は
カ
フェ
や
喫
茶
店
が
多
い
印
象

を
受
け
た
。は
ー
ば
り
ー
の
一
階
に
は「
コ
ー
ヒ
ー

ス
タ
ン
ド
・タ
ー
ミ
ナ
ル
０
１
」、新
町
商
店
街
に

は「
チ
ル
チ
ル
」。銀
座
商
店
街
に
あ
る「
ア・
デ
ュ

マン
」は
ア
ン
ティ
ー
ク
の
英
国
家
具
が
並
ぶ
オ

シ
ャ
レ
な
雰
囲
気
。大
人
の
隠
れ
家
的
カ
フ
ェ

だ
。路
地
に
入
る
と「
モ
ー
ド
リ
ン
」。昭
和
レ
ト

ロ
な
喫
茶
店
で
モ
ーニン
グ
や
ラ
ン
チ
が
人
気
。

　
金
星
川
沿
い
に
あ
る
創
業
五
十
年
を
超
え

る
純
喫
茶「
不
二
家
」、人
気
の
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ

は
、表
面
は
カ
リ
ッ
と
中
は
ふ
ん
わ
り
。優
し
い

甘
さ
が
懐
か
し
く
ほ
っ
と
す
る
味
だ
。広
小
路

沿
い
の
二
階
に
あ
る「
ア
ポ
ニ
ー
」も
創
業
五
十

年
の
老
舗
珈
琲
店
。自
家
焙
煎
豆
を
ネ
ル
ド

リ
ッ
プ
で
淹
れ
た
一
杯
は
香
り
高
く
フ
ァ
ン
が
多

い
。ど
ん
ど
び
商
店
街
の「A

 cup of...

ナ
カ
ム

ラ
コ
ー
ヒ
ー
」は
、二
〇
一
六
年
に
オ
ー
プ
ン
し
た

カ
フェ
。イ
タ
リ
ア
製
の
マ
シ
ン
で
淹
れ
る
エ
ス
プ

レッ
ソ
が
人
気
だ
。

　
他
に
も
、新
鮮
魚
介
ラ
ン
チ
と
ブ
ラ
ジ
ル
料

理『
ム
ケッ
カ
』が
人
気
の「C

afe w
arm

 

魚
夢
」

や
、コ
ミ
ュニ
ティ
カ
フェ「M

AC
C

H
I

」な
ど
、ユ

ニ
ー
ク
で
若
い
店
主
た
ち
が
頑
張
っ
て
い
る
。昔

な
が
ら
の
店
に
イ
マ
ド
キ
の
新
し
い
カ
フェ
が
新

た
に
加
わ
る
こ
と
で
、商
店
街
に
新
し
い
魅
力

が
生
ま
れ
て
い
る
様
子
。

Walk in Imabari city
ディープなまちなか探検

不二家のホットケーキ
昭和レトロな純喫茶「不二家」。セルクル
に流し込んで銅板で焼くホットケーキ
は、50年以上愛され続けてきたこの店の
代名詞。

アポニーでコーヒー
広小路沿いの2階にある老舗喫茶店。自家焙煎した豆でマスターが一杯一杯
丁寧に淹れるコーヒーに根強いファンが多い。心地よい音楽と店内に漂う
コーヒーの深く甘い香りが時を忘れさせてくれる。

大人の隠れ家カフェ
コンクリートの階段を上が
り扉を開けると、洗練され
た空間が広がる。商店街
の一角にあるカフェ「ア・
デュマン」は、日常の雑事
から離れられる場所。

老舗の蒲鉾店
明治4年（1871年）創
業の「魚貞」はこの地で
長い歴史を持つ老舗の
蒲鉾店。店頭には様々な
種類の蒲鉾が並ぶ。

銀座に、銀細工職人
銀座商店街の中にひっそりと佇む「し
ろかね舎」。鍛冶職人、徳丸さんが作
るアクセサリーは、繊細さの中に力強
さが宿り独特な魅力を放つ。

早朝喫茶
かつてはこの界隈に数軒あった早朝
喫茶だが、今は2軒のみ。写真は現役
の「早朝喫茶マリン」のモーニング。
丁寧に盛り付けされたサラダに厚切
りトーストとコーヒー。

みなと交流センター「はーばりー」
船の切符売り場や待合室、カフェ、レストラン、
企業のオフィスなどが入っている。

新町商店街の入口
鮮魚店や蒲鉾店など海産物を扱う店
が多い新町エリア。

方位盤
本町筋と新町商店街、銀座
商店街が交わる路上に方
位盤が設定されている。

今治キリスト教旧会堂跡
金星川の樋門近くに碑が建て
られている。 1879年、この地
に四国最初の教会として今治
キリスト教会が設立された。
かつて徳富蘆花も滞在してい
たという。

今治電信発祥の地
辰之口公園近くの建物の
壁面に「今治電信発祥の
地」の金属プレートがある。
1878年、ここに今治電信
分局が設置され、愛媛県で
初めてモールス通信による
電報の取扱が開始された。

金星川
商 店 街と並 行して 流 れる 金 星 川 。         
かっては今治城の外堀だった。

柳橋のモニュメント

呑吐樋
呑吐樋とは、水の出入りを調整する装置
のこと。口を開いて水を呑んだり吐いた
りするように見えたことから、この名が
ついたといわれている。この場所に樋門
があったが現在は埋立てられ、柳橋のモ
ニュメントが面影を残している。

どんどび

coffee break

ぷらっとぷらっと
辰之口公園辰之口公園

モードリンモードリン

広島銀行広島銀行

愛媛銀行愛媛銀行 マルナカマルナカ

ほんから
どんどん
ほんから
どんどん

ナカムラコーヒーナカムラコーヒー

MACCHIMACCHI

魚夢魚夢

DON
  DOBI

本町本町本町

新
町
新
町
新
町
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おしゃれなミチコさん
完全オーダーメイドがで
きる洋装店「テキスタイ
ル・ウダカ」のミチコさん
は、素敵なお洋服に笑顔
のかわいい77歳。
Instagramで、ファンの
女性が投稿している「ミ
チコグラム」が大人気だ
が、ご本人は「インスタ
グラムって何グラム？

（笑）」。

u.michikogram

商店街のシャッター
のれんを下した店も多く
あるが、どこか懐かしい
レトロな看板や、目を引
くシャッターは健在。

白い壁に、パーマネント
商店街から路地に入るとま
たレトロな魅力がある。もと
美容院だった建物は白く塗
られ、かつてのサインが陽光
でうっすらと浮かび上がる。

100年の歴史をもつ金網店
「中山金網店」は手づくりで様々
な金網の道具を作り続けている。
本町、川岸端を経て今の場所に店
を構えたのは明治時代のこと。創
業100年を超える老舗の三代目
店主は、笑顔の素敵なご主人。

創業120年  かねと食堂
創業は明治時代。店に入ると、おば
ちゃんが銭湯の番台のような台の
上に座っていて、ここで注文してお
金を払うシステム。入り口ののれん
は2種類あり、季節に応じてかけか
えられる。

「魚」オンパレード
魚のつく屋号が多い新町商店街。鮮魚
店やかまぼこ店などが軒を連ねる。

顔出しパネル
「ササキ時計店」の前に
は、和装の新郎新婦の顔
出しパネルがある。地元
で活躍するイラストレー
ター沖野愛さんの作品。
カップルはぜひチャレン
ジを。

ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
商
店
街

　
商
店
街
と
並
行
し
て
細
い
川
が
流
れ
て
い

る
。こ
の
金
星
川
は
、も
と
は
今
治
城
の
外
堀

で
、埋
め
立
て
ら
れ
る
前
は
川
幅
が
三
十
ｍ
も

あ
っ
た
と
い
う
。川
面
に
せ
り
出
す
よ
う
に

建
っ
た
家
々
や
、洗
濯
も
の
が
は
た
め
き
、す
っ

か
り
生
活
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
橋
な
ど
、生

活
感
溢
れ
る
眺
め
は
必
見
。ア
ジ
ア
の
異
国
に

迷
い
こ
ん
だ
よ
う
な
錯
覚
に
陥
る
。金
星
川

沿
い
は
、ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
風
景
と
出
会
え

る
、と
っ
て
お
き
の
ス
ポ
ッ
ト
だ
。

　
他
に
も
今
治
商
店
街
の
魅
力
は
い
く
つ
も

あ
る
が
、店
の
看
板
も
そ
の
ひ
と
つ
。文
字
の

フ
ォ
ン
ト
や
デ
ザ
イ
ン
も
ユ
ニ
ー
ク
で
、時
代
を

感
じ
さ
せ
る
。港
と
海
に
近
い
新
町
一
帯
に
は

「
魚
」の
つ
く
屋
号
が
多
い
。「
魚
研
」「
魚
駒
」

「
魚
夢
」「
魚
研
」、向
い
は「
魚
貞
」、魚
オ
ン
パ

レ
ー
ド
の
看
板
に
思
わ
ず
見
と
れ
る
。さ
す
が

港
町
。ド
ン
ド
ビ
交
差
点
に
近
づ
く
と
、今
度

は「
ど
ん
ど
び
」と
名
の
つ
く
屋
号
が
目
立
つ
。

す
で
に
閉
店
し
た
店
で
も
、軒
下
の
看
板
は

残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
た
め
、年
季
の

入
っ
た
看
板
に
昔
を
懐
か
し
く
思
い
出
す
人

も
多
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
今
と
昔
が
混
じ
り
合
う
街
の
風
景
に
癒
さ

れ
る
旅
人
は
多
い
だ
ろ
う
。時
間
が
止
ま
っ
た

よ
う
な
、静
か
で
の
ん
び
り
と
し
た
商
店
街

は
不
思
議
と
居
心
地
が
良
く
、路
地
裏
に
寄

り
道
、ま
わ
り
道
し
な
が
ら
を
歩
き
回
っ
て
い

る
と
、あ
っ
と
い
う
間
に
時
間
が
経
っ
て
し
ま

う
。歩
き
疲
れ
た
ら
お
好
き
な
お
店
で
、コ
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イツマデモ  ノコシタイ  ＤＥＳＩＧＮ
どこかなつかしい
今治で見つけたお気に入りパッケージ

ラムリン
50年以上愛され続ける銘菓「ラムリン」。「ラム
リン」の文字と馬車風イラストのパッケージがな
んともレトロでかわいらしい。銀紙をひらくとラ
ム酒とシロップがたっぷり染み込んだカステラ。
食べる時に手がべちゃべちゃになるのがまたイ
イ。素朴で懐かしい味にこころもほどけていく。
くろふね菓舗　（今治市室屋町）

水軍みそ
波しぶきをイメージしたイラストに、オ
レンジ背景ブルーの「水軍みそ」の勇ま
しい文字。「ふるさとの味」のフォントが
郷愁を誘う。味噌は、全国的には米み
そが一般的だが愛媛では麦みそが主
流。水軍みそも、麦みそ。水軍の荒々し
いイメージとは裏腹に、ほんのり甘く体
に染み渡るような優しい味はまさにふ
るさとの味。
水軍食品（今治市宮窪町）

ひしほ
えびす様のにっこりマークに、赤字でくっ
きり「ひしほ」。「ひしお」じゃなくて「ひし
ほ」。「ひしほ」は、愛媛の伝統的なお醤油
で仕込んだおかずみそ。ご飯のお供に、野
菜、お魚にお醤油替わりに、食卓には欠
かせないアイテムだ。こちらも原材料は
麦。やっぱり愛媛は麦みそ文化。
株式会社曽我増平商店（今治市末広町）

モア
昭和レトロなパッケージの側面にはこん
なポエムが。「エリーゼ　おまえがその花
だった。ねえ、愛するものよ、いまのくちづ
けでおまえだということがわかった。どん
な花の唇にも、こんな優しい愛情はない。
どんな花の涙にも、こんなあつい情熱は
ない。」情熱的な包装紙をそっとほどく
と、白あんが練り込まれたしっとり系ス
ティックタイプのケーキが現れる。
モアヤマダ（今治市南宝来町）

一位木
銀色の包み紙に印字された「一位木」の文
字は、「あららぎ」と読む。名前の由来となっ
た一位木は、その昔、笏（しやく）を作ったこ
とから位階の「一位」にちなむ。愛されるお
菓子ナンバーワンの座を目指してその名前
にしたという。
ムロヤ本店（今治市常盤町）

遠いところようこそ
FC今治岡田武史氏インタビュー
Iターン、Uターン者
今治タオル佐藤可士和氏　ほか
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