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体験した人 ： 武田由梨さん

2017 年 に 東 京 か ら 愛 媛 に 移 住。 上 島 町 で book 

ca fé o kappa を女性 2 人で営んでいたが、 ご主人

の転職を機に松山市へ引っ越し。 現在は建築設計 ・

監 理の 仕事 をして い る。 松山で の暮 らしは 1 年未

満 で、 現 在、 市 内 の 一息つ ける 場 所 を 開 拓 して い

るところ。

歴史ある｢旧鈴木邸｣で
三津浜暮らしを味わう

ぶらり三津浜まち歩き  

瀬戸内海に臨み、港町として栄えた

松山市三津浜に佇む「旧鈴木邸」。

明治後期の建築当時の面影を蘇らせ

た空間は、どことなくあたたかい。

その姿を残せたのは、まちを想い活

動してきた人々と、受け継いだ岡崎

麻祐子さんの存在が欠かせない。

ここで暮らす魅力を伝える岡崎さん

の取り組みを体験し、三津浜に通い

続けて住むまでの話を聞いた。

三津浜暮らしを満喫している岡崎さんと一緒に、

古建築や商店街のお店などを巡った数時間。

ユニークであたたかな人との出会いに、また訪れたくなる。（ＭＡＰはＰ20）

　

そ
も
そ
も
岡
崎
さ
ん
が
古
民
家
に
魅
了
さ
れ

た
き
っ
か
け
は
、
鯛
メ
シ
屋

「
鯛
や
」
だ
っ
た
。

文
化
財
の
建
築
で
、
古
い
ま
ま
の
空
間
が
生
き

た
場
所
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
衝
撃
を

受
け
、
そ
の
後
、
取
り
憑
か
れ
た
よ
う
に
三
津

浜
に
通
い
続
け
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
古
民
家

「
木
村
邸
」
の
活
用
が
模
索
さ
れ
て
お
り
、
「
何

か
あ
っ
た
ら
責
任
を
持
つ
か
ら
や
っ
て
み
た
ら
」

と
、
管
理
人
を
し
て
い
た
商
店
街
の
イ
タ
リ
ア

ン
レ
ス
ト
ラ
ン

「
フ
ロ
ア
」
店
主
に
背
中
を
押
さ

れ
、
そ
の
運
営
に
携
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

そ
ん
な
折
、
旧
鈴
木
邸
が
壊
さ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
噂
を
耳
に
す
る
。
三
津
浜
煉
瓦
工
場
で

焼
い
た
陶
製
の
欄
間
や
茶
室
が
印
象
的
で
、
三

津
浜
の
景
観
上
、
重
要
と
感
じ
て
い
た
建
物
を

何
と
か
残
し
た
い
と
働
き
か
け
て
い
た
ら
、
２
年

後
に
や
っ
と
家
主
と
話
が
で
き
た
。
木
村
邸
で

の
活
動
実
績
、
そ
し
て
三
津
浜
の
歴
史
と
文
化

を
繋
げ
た
い
想
い
が
伝
わ
り
、
そ
の
場
で

「
買

わ
な
い
か
」
と
い
う
話
に
な
る
。
岡
崎
さ
ん
の
返

事
は
、
「
明
日
、
銀
行
に
相
談
に
行
っ
て
き
ま

す
」
。
即
決
だ
っ
た
。

　

住
み
始
め
た
当
時
は
、
新
建
材
で
リ
フ
ォ
ー
ム

さ
れ
た
部
分
も
あ
り
、
昔
の
建
築
の
価
値
を
再

生
さ
せ
る
改
修
に
着
手
す
る
。
「
無
謀
だ
と
あ

と
で
気
付
い
た
ん
で
す
よ
。
で
も
そ
の
頃
、
三
津

浜
の
古
民
家
に
魅
力
を
感
じ
た
地
域
内
外
の
人

た
ち
と
、
講
演
会
や
保
存
活
動
な
ど
を
行
っ

て
、
そ
れ
が
古
民
家
改
修
を
助
成
す
る
制
度
に

つ
な
が
っ
た
。
そ
の
お
か
げ
で
す
ね
」
と
、
三
津

浜
を
想
う
人
々
の
気
運
の
高
ま
り
が
あ
り
、
今

の
姿
に
至
っ
た
こ
と
を
振
り
返
る
。

　

旧
鈴
木
邸
を
訪
れ
た
武
田
由
梨
さ
ん
。
家
主

の
岡
崎
麻
祐
子
さ
ん
の
案
内
で
、
ま
ず
は
三
津

浜
を
歩
い
て
み
た
。

 

「
お
店
の
人
と
お
喋
り
し
な
が
ら
、
地
元
の
お

醤
油
や
魚
な
ど
、
日
用
品
が
買
え
る
っ
て
い
い
で

す
ね
。
カ
フ
ェ
で
は
地
元
の
人
や
お
客
さ
ん
と
も

一
体
に
な
っ
て
話
せ
て
、
そ
う
し
た
三
津
浜
の
フ

ラ
ン
ク
さ
が
楽
し
い
で
す
」

　

三
津
浜
の
暮
ら
し
に
興
味
が
あ
る
武
田
さ
ん

に
と
っ
て
、
ロ
ー
カ
ル
な
人
や
物
に
触
れ
る
案
内

は
満
足
の
よ
う
だ
。
身
近
な
自
然
も
好
印
象
。

 

「
船
で
渡
っ
て
港
山
城
跡
に
行
っ
た
の
は
予
想

外
の
展
開
。
土
に
触
れ
な
が
ら
、
自
分
よ
り
も

背
の
高
い
緑
に
囲
ま
れ
る
の
が
好
き
な
の
で
、

こ
う
い
う
自
然
溢
れ
る
お
散
歩
コ
ー
ス
が
近
く

に
あ
る
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。
三
津
浜
で
暮
ら

す
良
い
イ
メ
ー
ジ
に
つ
な
が
り
ま
し
た
ね
」

　

途
中
で
物
件
の
内
覧
会
に
遭
遇
し
、
ご
好
意

で
見
学
さ
せ
て
も
ら
う
。
歩
け
ば
、
そ
ん
な
何

ら
か
の
ハ
プ
ニ
ン
グ
に
出
会
え
る
こ
の
ま
ち
を

 

「
日
々
の
生
活
が
映
画
の
よ
う
」
と
岡
崎
さ
ん

は
語
る
。
「
マ
イ
ペ
ー
ス
で
や
り
た
い
こ
と
を
し

て
い
て
、
自
分
ら
し
く
暮
ら
せ
る
ま
ち
」
と
も
。

だ
か
ら
、
ほ
っ
と
で
き
る
お
店
が
多
い
の
か
も
し

れ
な
い
。

　

武
田
さ
ん
が
宿
泊
す
る
旧
鈴
木
邸
は
、
明
治

後
期
の
建
物
で
、
材
や
意
匠
の
こ
だ
わ
り
に
、

当
時
の
風
流
な
人
々
の
暮
ら
し
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
不
思
議
な
縁
で
、
岡
崎
さ
ん
が
受
け

継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。

古
建
築
を
生
き
た
場
所
に

左が家主の岡崎麻祐子さん、中央

が宿泊者の武田由梨さん。右の三

振を弾いているのは武田さんのご

主人で、朝ごはんを食べて出勤だ。

魚屋「丸忠」で今晩の食材を
購入。新鮮な魚が安く手に入
る、岡崎さんにとってのワクワ
クスポットなのだそうだ。

商店街には、古くから続く金物
屋や惣菜屋がある。さらに移
住者による個性的なお店も増
えてきている。

誰が書いたのか気になった「止
まれ」の文字。まちのあちこち
に発見があり、訪れるたびに
新鮮な気持ちに。

竹林を抜けて、山頂広場に到
着。忽那諸島や梅津寺エリア
が見える。行き交う船を眺め
ながら、ほっと一息。

歩き疲れた後は、 ICOI COFFEE
で休憩。テイクアウトして、隣
の土管のある公園でのんびりす
るのもいい。

港山城跡。静かな竹林の中を
歩いていると、まちの喧騒を
忘れられる。岡崎さんもよく散
歩するそうだ。

岡崎さんお勧めの三津浜夕日
スポットを案内してもらう。沈
む夕日を前に、写真を撮った
り、二人静かに佇む。

夕食は、昼に購入した魚を炭
火で炙る。仕事を終えた武田
さんのご主人も合流。心地よさ
に遅くまで語り合う。

三津の渡し。渡し舟が港山と
往復していて、約 2 分で対岸
に運んでくれる。市道であるこ
とに驚く。海の風が心地よい。

当時の繁栄を偲ばせる古建築
のまち並みを歩く。子規も歩
いた風景を思い浮かべると、
また違って見えてくる。

1 ２ ３ 4 5

678910



～

え ひ め 　  息 ぬ き 1 8

～

の

写真右より、（上）_ 三津浜煉瓦工場で作られた珍し

い陶器の欄間。旧鈴木邸は煉瓦工場の社長であっ

た鈴木重義氏の住居でもあったという歴史を持つ。

　（下）_ 書道教室も開かれている。　／投函した手

紙が、時間をかけて届く 「かたつむりPOST」。未来の

自分に手紙を書いてみては。　／ 2 階の書斎。以前

の住人の蔵書が残されている。　／古道具が空間と

調和しているエントランス。物販やトークのイベントを

開くことも。オリジナルポストカードを販売している。

旧鈴木邸

愛媛県松山市三津 1 丁目 3-13

https://9suzukitei .amebaownd.com

※宿泊予約や見学、まち歩きの相談は、

HP をご覧ください。

5

縁側に腰掛けて、茶室に続く庭を

眺める。庭の木々や草花は、移りゆ

く季節の訪れを教えてくれる。雨の

日の敷石が濡れた風情も美しい。

暮
ら
し
を
五
感
で
感
じ
る

　

伝
統
構
法
に
精
通
し
た
設
計
者
や
、
職
人
が

腕
を
振
る
い
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
力
も
借
り
て
、

当
時
の
面
影
を
偲
ぶ
空
間
が
蘇
っ
た
。
障
子
越

し
の
光
の
美
し
さ
、
夜
の
静
け
さ
、
庭
の
四
季
の

移
ろ
い
。
日
々
、
そ
こ
で
暮
ら
す
発
見
を
誰
よ

り
も
感
じ
て
い
る
の
は
岡
崎
さ
ん
だ
。
そ
の
魅

力
を
伝
え
る
た
め
に
、
２
０
２
０
年
よ
り
民
泊
を

始
め
た
。
「
住
み
な
が
ら
残
す
た
め
に
、
生
業
と

し
て
ど
う
成
り
立
た
せ
る
の
か
。
悩
み
な
が
ら

で
す
ね
」
と
試
行
錯
誤
を
打
ち
明
け
る
。

　

そ
の
空
間
に
身
を
置
い
た
武
田
さ
ん
。
「
欄
間

と
か
、
細
部
の
意
匠
は
確
か
に
素
敵
だ
け
れ

ど
、
こ
の
場
所
は
空
間
と
岡
崎
さ
ん
の
魅
力
だ

と
思
う
。
心
地
良
さ
を
届
け
ら
れ
る
空
間
っ
て

何
だ
ろ
う
と
浸
り
た
く
な
り
ま
す
ね
」
と
自
身

の
設
計
の
仕
事
に
も
考
え
を
巡
ら
す
。

　

三
津
浜
の
ま
ち
と
建
物
に
加
え
て
、
岡
崎
さ

ん
の
暮
ら
し
を
味
わ
え
る
旧
鈴
木
邸
。
訪
れ
る

人
と
作
る
、
こ
こ
だ
け
の
体
験
が
待
っ
て
い
る
。

2 階でくつろぐ武田さん。「ここでは

本や紙を相手にして過ごしたい。そ

う、日記や手紙を書くのもいいです

ね。スマホを置いて、ゆっくり、自分

に集中できます」


