
1秋友さんとカンカン寿司づくりに挑戦　2名前の
由来にもなった締める作業。木枠に詰めた寿司を、特
製の器具でさらに締めて、木製のくさびを打っていく　
3酢締めしたサワラ。サワラは讃岐に春を知らせてく
れる旬の味　4しっかり締められたカンカン寿司は、
形は崩れないが、口に入れると絶妙の固さでほぐれて
ゆく　5秋友さんたち「ひまわり生活研究グループ」
では、週末だけ地元の「道の駅源平の里むれ」でカンカ
ン寿司を販売している

　お酢のいい香り、酢飯
を木枠に詰めていくとき
の手の感触、木槌でくさ
びを打ち込むカーンカーンという音。どれも初めてのこ
とばかりで新鮮でした。皆で集まってつくるのが楽しい
から続けてこられたという秋友さん。メンバーが高齢化
して若い人がいない今、秋友さん達がいなくなったら、
受け継ぐ人が誰もいなくなると思うと、とても寂しいで
す。手間暇かけた、ここにしかないカンカン寿司がこれ
からも作り続けられてほしいと心から思いました。

　「カンカン寿司」とは、さぬき市鴨部に伝わる郷土料理。大きな長方
形の寿司枠でつくる押し寿司の一種。専用の木枠で強く押し固めるこ
とで空気を抜き、腐りにくくする先人の知恵です。特に春は瀬戸内の
旬のサワラを使い、海の恵みを楽しみました。高松市生まれの秋友さ
んは、志度にお嫁に来て初めて「カンカン寿司」を知り、お姑さんから
作り方を教わったそうです。今では家庭でつくることは少なくなりま
したが、昔の郷土料理を復活させようと秋友さんが中心になり、平成4
年から「カンカン寿司」をつくる活動がはじまりました。今回「カンカ
ン寿司」という言葉を初めて聞いた遠藤さん。当日は一緒にお寿司を
つくりながら、秋友さんに話を伺いました。

123

4

5

手
間
暇
を
か
け
た
ぶ
ん
だ
け
、

お
い
し
い
で
す
よ
。

秋
友
さ
ん
か
ら
受
け
取
っ
た
言
葉

│
│
カ
ン
カ
ン
寿
司
は
さ
ぬ
き
市
鴨
部
に
伝
わ

る
郷
土
料
理
と
聞
い
て
い
る
の
で
す
が
、
他
の

地
域
に
は
な
い
ん
で
す
か
？ 

　
な
い
な
い
、
香
川
県
で
も
こ
こ
だ
け
。
私
も

高
松
か
ら
お
嫁
に
来
て
、
初
め
て
見
た
ん
で

す
。
昔
は
結
婚
式
を
家
で
す
る
で
し
ょ
。
ほ
ん

だ
ら
、
お
膳
の
上
に
大
き
な
お
寿
司
が
ば
ー
っ

と
の
っ
と
ん
や
。
う
わ
ぁ
、
こ
の
寿
司
ど
し
た

ん
？
っ
て
。
初
め
て
こ
れ
が
鴨
部
の「
型
寿
司
」

と
か
「
箱
寿
司
」
と
い
う
料
理
な
ん
や
と
知
り

ま
し
た
。

│
│
結
婚
式
の
よ
う
な
お
祝
い
の
と
き
に
食
べ

る
ん
で
す
か
？

　
そ
う
や
な
ぁ
。
冠
婚
葬
祭
、
お
祝
い
と
か
、

法
事
の
と
き
や
な
。
そ
れ
と
、
春
と
秋
祭
り
、

昔
は
そ
の
く
ら
い
だ
っ
た
か
な
。
こ
の
辺
り
は

春
市
ゆ
う
ん
が
な
い
ん
や
。
だ
か
ら
サ
ワ
ラ
が

獲
れ
る
時
期
に
「
春
祝
魚
」
と
書
い
て
〝
ハ
ル

イ
オ
〞ゆ
う
て
な
。
昔
は
、
サ
ワ
ラ
が
手
に
入
っ

も
の
す
ご
く
手
間
が
か
か
る
ん
や
。

│
│
３
時
間
お
き
で
す
か
。

　
う
ん
、
３
時
間
か
４
時
間
お
き
く
ら
い
に

な
。
は
じ
め
は
、
じ
ん
わ
り
と
押
し
て
お
い
て
、

次
か
ら
は
３
つ
か
４
つ
く
ら
い
叩
い
て
、
ほ
ん

で
最
後
は
ぴ
し
ゃ
っ
と
締
ま
る
ま
で
し
っ
か
り

叩
く
。
そ
う
い
う
風
に
つ
く
る
ん
で
す
。
だ
か

ら
時
間
に
な
っ
た
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
私
も
家
か
ら

加
工
場
ま
で
叩
き
に
行
く
ん
よ
。
と
き
に
は
忘

れ
て
な
、
夜
中
に
目
が
覚
め
て
「
あ
、
叩
い
と

ら
ん
」
い
う
て
あ
わ
て
て
行
っ
た
り
な
。
そ
ん

な
こ
と
が
度
々
あ
り
ま
し
た
。
い
っ
ぺ
ん
に

ぎ
ゅ
ー
っ
と
押
し
た
ら
え
え
じ
ゃ
な
い
か
と
言

う
け
ど
、
そ
う
し
た
ら
、
ご
飯
が
あ
わ
て
て
は

み
で
る
。
な
ん
で
も
そ
う
や
ろ
、〝
そ
ろ
そ
ろ
〞

せ
な
ん
だ
ら
な
。
一
晩
か
け
て
少
し
ず
つ
締
め

て
、
ゆ
っ
く
り
凝
縮
し
て
い
く
か
ら
お
い
し

い
。
手
間
暇
を
か
け
た
ぶ
ん
だ
け
、
そ
ら
、
お

い
し
い
で
す
よ
。

た
ら
家
で
さ
ば
い
て
、
三
枚
に
お
ろ
し
て
、
片

身
は
酢
の
物
に
す
る
、
片
身
は
煮
つ
け
に
す

る
、
頭
と
骨
は
お
つ
ゆ
に
使
う
。
も
う
放
る
と

こ
な
し
。
そ
れ
で
、
近
所
の
親
し
い
人
や
友
達

や
親
戚
の
人
を
呼
ん
で
、「
う
ち
サ
ワ
ラ
が
入
っ

た
け
ん
の
、
ハ
ル
イ
オ
す
る
け
ん
来
て
な
」
ゆ

う
て
、
み
ん
な
で
寄
っ
て
食
べ
よ
っ
た
ん
で

す
。

│
│
畑
や
田
ん
ぼ
で
仕
事
す
る
時
な
ど
も
、
食

べ
る
と
聞
き
ま
し
た
が
。 

　
昔
は
農
作
業
も
、
今
み
た
い
に
機
械
化
し
と

ら
ん
か
ら
、
手
仕
事
で
し
ょ
う
。
ほ
ん
だ
か
ら
、

忙
し
い
時
分
や
と
、
食
事
に
帰
る
時
間
も
惜
し

い
と
き
が
あ
る
わ
な
。
そ
う
い
う
時
に
カ
ン
カ

ン
寿
司
を
つ
く
っ
て
お
い
て
、
野
良
仕
事
し

よ
る
お
父
さ
ん
に
「
お
昼
の
ご
飯
持
っ
て
き
た

で
ー
」
ゆ
う
て
、
お
母
さ
ん
が
、
ぽ
っ
と
放
る

ん
や
。
香
川
で
は
投
げ
る
こ
と
を
方
言
で
「
ほ

う
る
」
と
言
う
か
ら
「
ほ
っ
た
ら
寿
司
」
と
も

呼
ば
れ
と
っ
た
ん
で
す
。

│
│
カ
ン
カ
ン
寿
司
と
い
う
名
前
は
昔
か
ら
あ

る
ん
で
す
か
。

　
い
や
い
や
。
ず
っ
と
昔
は
、
鴨
部
の
「
箱
寿

司
」
と
か
「
型
寿
司
」
と
言
い
よ
っ
た
ん
や
。

と
こ
ろ
が
、
お
寿
司
を
つ
く
る
と
き
に
、
木
槌

で
木
枠
に
く
さ
び
を
打
ち
込
む
や
ろ
。
そ
の

音
が
カ
ン
カ
ン
い
う
か
ら
、「
カ
ン
カ
ン
寿
司
」

と
ゆ
う
て
、
戦
後
な
、
誰
と
も
な
し
に
呼
ぶ
よ

う
に
な
っ
た
ん
や
。
今
は
家
庭
で
つ
く
る
人
は

お
ら
ん
な
。
世
代
が
変
わ
っ
て
、
若
い
人
は
す

ぐ
食
べ
ら
れ
る
簡
単
な
も
ん
を
好
む
で
し
ょ

う
。
で
も
こ
の
お
寿
司
は
一
晩
寝
か
し
て
、
３

時
間
お
き
に
少
し
づ
つ
、
少
し
づ
つ
、
く
さ
び

を
叩
き
込
ん
で
締
め
て
い
か
な
い
か
ん
か
ら
、

志度のカンカン寿司の伝承者

志
度
の
カ
ン
カ
ン
寿
司
の
伝
承
者
　
秋
友
清
子
さ
ん（
さ
ぬ
き
市
）

秋
あき

友
とも

清
きよ

子
こ

さん
（昭和6年生まれ・84歳）

遠
えん

藤
どう

  鈴
りん

さん
（香川大学1回生）

参 加 者 の 感 想

コーディネーターより

お
姑
さ
ん
か
ら
お
嫁
さ
ん
へ
、

地
域
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
味
。


