
42

衣サクサク、中身はじわー。白身魚のすり身を揚げた「がんす」

地
形
と
水
に
恵
ま
れ
た

海
軍
の
拠
点
「
呉
」

　

外
見
は
ハ
ム
カ
ツ
に
似
て
い
る
が
、
口
に

入
れ
る
と
魚
の
旨う
ま

味み

が
ジ
ワ
リ
と
広
が
る
。

　

こ
れ
は
70
年
以
上
前
に
広
島
県
南
西
部
の

呉く
れ

市
で
生
ま
れ
た
「
が
ん
す
」
と
い
う
魚
肉

フ
ラ
イ
だ
。
が
ん
す
は
学
校
給
食
に
も
取
り

入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
誕
生
は
呉
の
歴

史
と
深
い
関
係
が
あ
る
。

　

呉
は
造
船
用
材
だ
っ
た
榑く
れ

が
語
源
と
さ
れ

る
。
こ
の
地
方
は
古
く
か
ら
造
船
が
盛
ん
で
、

『
日
本
書
紀
』『
続
日
本
紀
』
に
あ
る
遣
唐
使

船
の
建
造
記
事
９
例
の
う
ち
７
例
が
広
島
県

西
部
の
安あ
き
の芸

国
。
１
１
５
８
年
（
保
元
３
）
の

古
文
書
に
は
「
呉
」
の
字
が
使
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
う
教
え
て
く
れ
た
の
は
、
広
島
国
際
大

学
客
員
教
授
で
、
呉
市
史
の
編
纂
に
携
わ
っ

て
い
る
千ち

だ田
武
志
さ
ん
だ
。

　

呉
の
歴
史
は
、
１
８
８
９
年
（
明
治
22
）
開

庁
の
呉
鎮
守
府
（
以
下
、
鎮
守
府
）
を
抜
き
に
語

れ
な
い
。
明
治
政
府
が
横
須
賀
、
佐
世
保
、

舞
鶴
と
と
も
に
呉
を
海
軍
根
拠
地
と
し
た
の

は
、
外
国
船
に
攻
め
ら
れ
に
く
い
地
形
で
あ

り
、
ま
た
航
海
と
造
船
に
欠
か
せ
な
い
大
量

の
水
が
確
保
で
き
た
か
ら
だ
。

「
鎮
守
府
が
置
か
れ
た
翌
年
に
二に
こ
う
が
わ

河
川
に
取

水
口
を
設
け
た
海
軍
専
用
水
道
が
開
通
し
ま

す
。
江
戸
後
期
に
農
地
を
広
げ
る
た
め
に
つ

く
っ
た
用
水
路
『
二
河
井い

で手
』
を
転
用
し
た

の
で
す
」
と
千
田
さ
ん
は
言
う
。

　

１
９
０
３
年
（
明
治
36
）
に
は
造
船
廠し

ょ
う
と
造

兵
廠
が
統
合
し
て
「
呉
海
軍
工こ
う
し
ょ
う廠」

と
な
る
。

製
鋼
事
業
も
始
ま
っ
て
さ
ら
に
大
量
の
水
が

水
と
風
土
が
織
り
な
す
食
文
化
の
今
を

伝
え
る
「
食
の
風
土
記
」
。
今
回
は
、

広
島
県
呉
市
を
中
心
に
食
さ
れ
て
い
る

魚
肉
フ
ラ
イ
の
「
が
ん
す
」
で
す
。

か
ま
ぼ
こ
由
来
の

練
り
物
フ
ラ
イ

が
ん
す

が
ん
す
（
広
島
県
呉
市
） 20
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必
要
と
な
り
、
１
９
１
８
年
（
大
正
７
）、

二
河
川
取
水
口
の
上
流
に
貯
水
池
「
本

庄
水
源
地
」
が
竣
工
し
た
。

「
職
工
」
の
腹
を
満
た
し
た

練
り
製
品
と
お
で
ん

　

急
拡
大
す
る
呉
海
軍
工
廠
を
支
え
た

の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
技
能
を
も
つ
職
人

「
職
工
」
た
ち
だ
。
呉
の
人
口
は
１
８

８
６
年
（
明
治
19
）
ま
で
１
万
５
０
０
０

人
前
後
だ
っ
た
が
、
１
９
０
９
年
（
明

治
42
）
に
10
万
人
を
超
え
た
。
単
身
者

が
多
い
「
職
工
」
の
食
を
支
え
た
の
は

瀬
戸
内
海
で
獲
れ
る
豊
富
な
魚
介
類
。

隣
接
す
る
阿
賀
や
音お
ん
ど戸

な
ど
は
江
戸
時

代
か
ら
か
ま
ぼ
こ
の
名
産
地
だ
っ
た
。

「『
職
工
』
た
ち
は
安
く
て
手
軽
に
た

く
さ
ん
食
べ
ら
れ
る
大
衆
的
な
飲
食
店

を
好
ん
だ
よ
う
で
す
。
戦
前
ま
で
呉
に

屋
台
が
多
か
っ
た
の
も
そ
の
せ
い
で
し

ょ
う
」
と
千
田
さ
ん
は
指
摘
す
る
。
そ

の
証
拠
に
呉
の
人
た
ち
は
今
も
よ
く

「
お
で
ん
」
を
食
べ
る
。
う
ど
ん
店
で

も
メ
ニ
ュ
ー
に
お
で
ん
が
あ
る
と
い
う
。

お
で
ん
の
具
に
は
魚
肉
を
用
い
た
練
り

製
品
が
欠
か
せ
な
い
。

　

練
り
製
品
は
す
り
身
か
ら
つ
く
ら
れ

る
。
が
ん
す
は
、
か
ま
ぼ
こ
を
つ
く
っ

て
余
っ
た
す
り
身
を
用
い
た
「
パ
ン
粉

付
き
の
す
り
身
揚
げ
」
と
し
て
生
ま
れ

た
。「
す
り
身
は
、
魚
を
三
枚
に
下
ろ
し
、

骨
と
皮
を
と
っ
て
、
何
度
も
水
に
さ
ら

し
て
血
合
い
を
抜
く
な
ど
手
間
暇
か
か

る
貴
重
な
も
の
で
す
。
と
て
も
捨
て
ら

れ
ま
せ
ん
よ
」

　

そ
う
語
る
の
は
三
宅
水
産
３
代
目
の

三
宅
清き
よ

登と

さ
ん
だ
。
今
も
呉
に
伝
わ
る

が
ん
す
の
味
を
考
え
た
一
人
が
清
登
さ

ん
の
父
、
勇
三
さ
ん
。
勇
三
さ
ん
は
１

９
５
０
年
（
昭
和
25
）
に
旅
館
を
や
め
て

か
ま
ぼ
こ
製
造
に
乗
り
出
す
。

「
旅
館
で
板
場
（
料
理
人
）
を
務
め
て
い

た
父
が
細
工
か
ま
ぼ
こ
（
注
）
に
感
動

し
て
習
い
は
じ
め
、
初
代
の
祖
父
が
か

ま
ぼ
こ
屋
に
転
業
し
た
ん
で
す
」

　

当
時
、
呉
市
に
は
24
軒
の
か
ま
ぼ
こ

屋
が
あ
っ
た
。
う
ち
数
軒
で
が
ん
す
の

つ
く
り
か
た
を
共
有
す
る
。
た
だ
し
、

味
は
そ
れ
ぞ
れ
が
工
夫
を
凝
ら
し
て
編

み
出
し
た
と
い
う
。

　

勇
三
さ
ん
が
考
案
し
た
「
魚
の
す
り

身
に
刻
ん
だ
玉
ね
ぎ
と
唐
辛
子
を
入
れ

て
練
る
」
が
ん
す
の
味
は
評
判
と
な
り
、

「
呉
の
味
」
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
。

「
玉
ね
ぎ
と
す
り
身
と
い
う
ど
ち
ら
も

傷
み
や
す
い
素
材
に
唐
辛
子
を
組
み
合

わ
せ
る
こ
と
で
、
締
ま
り
の
あ
る
味
と

日
も
ち
効
果
を
期
待
し
た
ん
で
す
ね
」

と
清
登
さ
ん
は
説
明
す
る
。

　

そ
し
て
今
、「
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
大

好
き
だ
っ
た
『
実
家
の
看
板
食
』
が
ん

す
」
を
広
め
よ
う
と
百
貨
店
催
事
を
飛

び
回
っ
て
い
る
の
が
「
が
ん
す
娘
。R」だ
。

以
前
は
広
島
市
で
さ
え
「
が
ん
す
っ
て

何
？
」
と
言
わ
れ
た
が
、
今
は
知
ら
れ

は
じ
め
た
手
ご
た
え
が
あ
る
。

　

航
海
用
の
飲
み
水
、
鉄
を
冷
ま
す
な

ど
製
鋼
に
必
要
な
水
が
あ
っ
た
か
ら
発

展
し
た
呉
。
そ
こ
で
働
く
「
職
工
」
の

食
生
活
を
支
え
た
数
多
の
練
り
製
品
か

ら
生
ま
れ
た
の
が
が
ん
す
だ
っ
た
。

（
２
０
２
３
年
４
月
17
日
取
材
）

がんすの製造工程

白身魚のすり身に唐辛子を
投入して練る
次に細断した玉ねぎを入れ
練り上げる
機械で成形したすり身にパ
ン粉をまぶして揚げる
180度の油で揚げたがんす。
冷却室に運んで包装、出荷
となる

[取材協力］株式会社三宅水産
広島県呉市広古新開6丁目16-2
Tel.0823-71-7816　 
http://miyake1950.com/
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（注）細工かまぼこ
色づけした魚のすり身を鯛や鶴
亀などに成形したもの。結婚式
など祝い事の際につくられる。

1

2

3

4

1呉中央桟橋ターミナル付近から見た風景。
戦艦「大和」はかつて呉海軍工廠で建造された 
2全国を飛び回る「がんす娘。®」。幼少期から「わ
が家の味」そのもののがんすが大好物 3呉市史
の編纂に携わっている千田武志さん 4祖父と父
がつくったがんすレシピを受け継いだ三宅水産代
表取締役の三宅清登さん

2

1

4 3

かまぼこ由来の練り物フライ「がんす」


