
写
真
＝
佐
々
木
実
佳

Sasaki M
ika

文
＝
ペ
リ
ー
荻
野

P
erry O

g
ino

室生寺の寳物殿。奥の三体は右か
ら釈迦如来、十一面観音、地蔵菩
薩（いずれも平安時代）。手前は
十二神将（鎌倉時代）で、右から
卯神、辰神、巳神、未神

　
仏
像
の
も
の
ま
ね
で
知
ら
れ
る
芸
人
の
み
ほ
と

け
さ
ん
と
、
全
国
の
寺
院
や
仏
像
を
訪
ね
、
そ
の

魅
力
を
発
信
す
る
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
の
田
中
ひ

ろ
み
さ
ん
。
仏
像
を
こ
よ
な
く
愛
す
る
ふ
た
り
の

旅
は
、
写
真
家
・
土
門
拳
も
足
繁
く
通
っ
た
奈

良
・
室む

ろ
う生
寺じ

か
ら
始
ま
っ
た
。

　
県
北
東
部
の
山
々
に
囲
ま
れ
た
室
生
寺
は
、
奈

良
時
代
の
創
建
。
高
野
山
が
女
人
禁
制
だ
っ
た
時

代
か
ら
、
女
性
た
ち
を
迎
え
入
れ
て
い
た
「
女に

よ

人に
ん

高こ
う

野や

」
の
道
場
と
し
て
親
し
ま
れ
、
一
帯
は
龍
神

信
仰
の
霊
地
と
し
て
も
崇
め
ら
れ
て
き
た
。
大
阪

出
身
の
田
中
さ
ん
は
、
幼
い
こ
ろ
、
家
族
で
境
内

の
し
ゃ
く
な
げ
を
よ
く
見
に
来
た
そ
う
だ
。

　
旅
館
や
茶
店
が
並
ぶ
門
前
の
通
り
か
ら
、
室
生

川
に
か
か
る
朱
塗
り
の
太
鼓
橋
を
渡
っ
て
、
寺
の

山
門
へ
。
木
々
が
繁
る
境
内
の
「
鎧

よ
ろ
い

坂ざ
か

」
と
呼
ば

特別企画

古都仏像めぐり

田
中
ひ
ろ
み

Tanaka H
iro

m
i

み
ほ
と
け

M
iho

to
ke

旅
人
＝

仏像大好き芸人・みほとけと
仏像イラストレーター・田中ひろみの

悠
久
の
時
を
超
え
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
仏
像
。

わ
け
て
も
都
の
置
か
れ
た
奈
良
や
京
都
に
は
、

国
宝
級
の
仏
像
が
多
数
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

人
び
と
を
癒
し
、
祈
り
を
受
け
止
め
て
く
れ
る

仏
像
と
い
う
存
在
を
愛
し
て
や
ま
な
い

み
ほ
と
け
さ
ん
と
田
中
ひ
ろ
み
さ
ん
、
仲
良
し
の

ふ
た
り
が
、
古
都
仏
像
め
ぐ
り
へ
出
か
け
ま
し
た
。

奈
良
編

魅
惑
の
仏
像
が
お
わ
す

女
人
高
野室生

寺

6



富
山
県
南
西
部
、
砺と

波な
み

平
野
の
南
端
に

木
彫
の
町
が
あ
る
の
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
？

精
巧
で
躍
動
感
の
あ
る
深
彫
り
が
特
徴
の

「
井
波
彫
刻
」
の
町
、
井
波
で
す
。

こ
れ
ま
で
、
井
波
彫
刻
と
い
え
ば
、

室
内
を
飾
る
「
欄ら

ん

間ま

彫
刻
」
が
有
名
で
し
た
。

そ
の
井
波
彫
刻
が
、
今
、
変
わ
り
つ
つ
あ
る

─

そ
ん
な
話
を
耳
に
し
て
、
井
波
を
訪
ね
ま
し
た
。

当
地
に
は
、
井
波
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、

新
た
な
表
現
に
挑
む
作
家
た
ち
が
い
ま
し
た
。

井
波
彫
刻
［ 

富
山 

］

木
槌
の
音
が

響
く
町

特集

写
真
＝
荒
井
孝
治

A
rai K

o
ji

文
＝
植
松
二
郎

U
em

atsu Jiro
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［右頁］井波彫刻の概念を変える彫刻家、田
中孝明さんの作品　［右］複雑な欄間彫刻
を制作中の前川正治さん　［左］瑞泉寺太子
堂を飾る豪華で精緻な欄間彫刻
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ま
ぶ
し
い
ほ
ど
白
い
清
浄
な
石
畳
だ
。
紙
屑
ひ

と
つ
落
ち
て
い
な
い
。
幅
広
く
、
ま
っ
す
ぐ
の
道

は
滑
走
路
を
連
想
さ
せ
る
。
山
へ
向
け
て
ゆ
る
や

か
に
上
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
ま
ま
進
ん
で
い
く

と
空
へ
つ
づ
く
か
、
と
。

　
砺
波
平
野
の
南
端
に
位
置
す
る
南な

ん

砺と

市
井
波
地

区
の
八
日
町
通
り
で
あ
る
。
滑
走
路
で
は
な
い
証

拠
に
、
道
の
両
脇
に
ず
ら
り
と
建
物
が
つ
づ
く
。

い
ず
れ
も
温
も
り
に
富
む
、
懐
か
し
い
趣

お
も
む
き。

ど

こ
か
時
代
劇
の
風
情
も
あ
る
。
そ
う
い
え
ば
、
通

り
を
少
し
入
っ
た
と
こ
ろ
に
こ
の
地
を
「
父
祖
の

地
」
と
し
て
愛
し
た
作
家
、
池
波
正
太
郎
を
偲し

の

ぶ

小
さ
な
記
念
館
も
あ
る
と
聞
い
た
。

　
石
畳
の
道
は
古
寺
へ
と
導
く
の
だ
か
ら
参
道
と

い
え
る
だ
ろ
う
が
、
参
道
沿
い
に
あ
り
が
ち
な
土

産
物
店
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の
か
わ
り
、
あ
ち

こ
ち
か
ら
「
木
」
の
字
と
「
彫
」
の
字
が
目
に
飛

び
こ
ん
で
く
る
。
静
け
さ
の
な
か
、
と
き
お
り
コ

ン
コ
ン
コ
ン
と
乾
い
た
音
が
晴
れ
た
空
に
反
響
し

て
い
る
よ
う
に
聴
こ
え
る
の
は
、
木
を
彫
っ
て
い

る
鑿の

み

の
音
。
彫
刻
の
制
作
工
房
が
何
軒
も
並
ん
で

い
る
参
道
な
の
だ
。

　
看
板
も
ベ
ン
チ
も
バ
ス
停
も
木
彫
作
品
な
の
で
、

つ
い
立
ち
止
ま
っ
て
見
上
げ
た
り
、
近
寄
っ
て
眺

め
た
り
し
て
し
ま
い
、
な
か
な
か
前
へ
進
ま
な
い
。

建
物
の
表
に
掲
げ
ら
れ
た
牛
や
鶏
な
ど
の
動
物
の

作
品
が
目
に
留
ま
っ
て
、「
お
や
、
肉
屋
に
は
見

え
な
い
け
れ
ど
…
…
」
そ
う
考
え
て
い
る
と
、
通

り
を
ゆ
っ
た
り
歩
く
紳
士
が
に
こ
や
か
に
会
釈
し

て
く
れ
る
。
動
物
の
意
味
を
訊
ね
る
と
、

「
あ
れ
は
店
や
工
房
の
当
主
の
干え

支と

で
す
よ
」

　
な
る
ほ
ど
、
た
し
か
に
鼠
も
い
れ
ば
犬
も
兎
も

い
る
。
に
わ
か
に
そ
れ
ら
の
当
主
に
親
し
み
を
お

ぼ
え
る
の
が
ふ
し
ぎ
だ
。

　
教
え
て
く
れ
た
紳
士
、
池
田
誠
吉
さ
ん
も
八
日

町
通
り
に
工
房
を
も
つ
彫
刻
師
だ
。
北
海
道
の
富ふ

良ら

野の

出
身
、
24
歳
の
と
き
こ
こ
ろ
ざ
し
を
持
っ
て

こ
の
地
に
や
っ
て
き
て
か
ら
半
世
紀
近
く
が
過
ぎ

た
と
い
う
。
工
房
を
ち
ょ
っ
と
だ
け
覗の

ぞ

か
せ
て
も

ら
っ
た
。
伝
統
工
芸
士
に
認
定
さ
れ
、
た
く
さ
ん

い
い
仕
事
を
し
て
き
た
に
ち
が
い
な
い
大
ベ
テ
ラ

ン
に
敬
意
を
表
す
る
と
、「
い
や
あ
、
は
は
は
」。

飄ひ
ょ
う

々ひ
ょ
う

と
仙
人
ふ
う
の
印
象
で
あ
る
。

　
井
波
に
は
木
彫
刻
の
長
い
歴
史
が
流
れ
、
現
在

も
1
0
0
人
を
こ
え
る
数
の
人
が
制
作
に
携
わ
っ

て
い
る
と
い
う
。
ま
さ
に
日
本
を
代
表
す
る
木
彫

刻
の
聖
地
で
あ
る
。
そ
の
み
な
も
と
が
八
日
町
通

り
に
導
か
れ
る
古
寺
で
あ
る
と
聞
い
て
き
た
。
真

宗
大
谷
派
井
波
別
院
瑞ず

い

泉せ
ん

寺じ

だ
。

　
山
門
が
見
え
て
き
た
。
瑞
泉
寺
は
、
砺
波
市
と

南
砺
市
に
ま
た
が
る
高た

か

清し
よ
う

水ず

山
系
の
北
端
で
あ

井波彫刻の
みなもと

人口約8000人のうち、100人をこえる人が
彫刻師として活躍する町、井波。

2018年には「宮大工の鑿一丁から生まれた
木彫刻美術館・井波」として日本遺産に認定されました。

日本一の木彫の町の歴史をたどって、
風情ある町を歩きます。

part 1

綽
如
上
人
が
開
い
た
瑞
泉
寺

瑞泉寺へと続く八日町通り。奥に見えるのは八乙女山
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井
波
彫
刻
は
欄
間
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
強
く

持
っ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
驚
き
が
大
き
い
の
が
、

田
中
孝こ

う

明め
い

さ
ん
の
作
品
で
あ
る
。
最
初
に
目
に
し

た
の
は
、
3
体
の
女
性
像
だ
っ
た
。
細
や
か
に
匂

い
立
つ
よ
う
な
小
さ
な
姿
。
そ
れ
ぞ
れ
名
が
つ
い

て
い
て
、「
た
ね
」「
み
ず
」「
ひ
か
り
」。
田
中
さ

ん
は
言
う
。

「
観
る
方
が
そ
の
方
な
り
の
種
子
を
見
つ
け
て
い

た
だ
き
、
水
を
与
え
、
光
を
浴
び
て
芽
を
出
し
て

い
け
る
よ
う
に
、
と
の
願
い
で
す
」

　
表
面
の
滑
ら
か
さ
も
鑿
だ
け
の
技
だ
。
サ
ン
ド

ペ
ー
パ
ー
で
は
ど
う
し
て
も
質
感
が
生
ま
れ
な
い
。

糸
の
よ
う
に
細
い
刃
で
、
囁さ

さ
や

く
よ
う
に
削
っ
て
い

く
の
だ
ろ
う
。

　
出
身
は
広
島
だ
。
小
さ
い
と
き
か
ら
工
作
が
好

き
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
富
山
の
工
芸
高
校
に
進

む
。
卒
業
後
す
ぐ
に
親
方
に
弟
子
入
り
す
る
。
現

在
で
は
ま
れ
な
ケ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
が
、
住
み

込
み
に
よ
る
師
弟
関
係
を
5
年
間
過
ご
し
て
修
業

し
た
。

　
独
立
後
は
当
然
な
が
ら
、
す
ぐ
に
あ
ち
こ
ち
か

ら
ひ
っ
ぱ
り
だ
こ
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　
す
で
に
結
婚
し
て
い
た
。
妻
は
漆
工
芸
に
携
わ

っ
て
い
る
。

「
お
内
裏
さ
ま
と
お
雛
さ
ま
、
一
対
の
親
王
飾
り

を
風
呂
敷
に
包
ん
で
、
妻
と
い
っ
し
ょ
に
京
都
を

売
り
歩
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
」

　
思
え
ば
こ
れ
ま
で
、
果
た
し
て
こ
の
道
を
進
ん

宿泊施設Bed and Craft
〈TATEGU-YA〉に飾ら
れている田中孝明さん
の作品。上から「たね」
「みず」「ひかり」。田中
さんの作品にモデルは
おらず、頭に思い描く
抽象的なテーマを具現
化するものとして、女
性像を刻んでいるのだ
という

表
現
の
灯
を
外
に
発
信

田
中
孝
明
さ
ん

井
波
、
次
世
代
の
彫
刻
家
た
ち
❷
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石
原
良よ

し

定さ
だ

さ
ん
は
仏
師
だ
。
文も

ん

殊じ
ゆ

菩
薩
、
聖

し
よ
う

観

音
、
毘び

沙し
や

門も
ん

天て
ん

、
不
動
明
王
な
ど
な
ど
の
仏
像
を

こ
れ
ま
で
に
多
く
手
が
け
て
き
た
。
千
数
百
年
を

こ
え
る
歴
史
を
背
景
に
持
つ
文
化
の
継
承
者
で
あ

る
。
工
房
に
は
制
作
途
上
の
小
さ
な
仏
像
が
鎮
座

し
て
い
る
。
見
る
ほ
ど
に
精
緻
だ
。

　
群
馬
に
生
ま
れ
、
高
校
卒
業
後
、
ア
メ
リ
カ
の

大
学
に
進
む
が
中
退
し
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
カ

ナ
ダ
な
ど
海
外
で
3
年
間
を
過
ご
し
た
。
帰
国
し

て
す
ぐ
井
波
を
訪
ね
た
。
彫
刻
志
願
で
あ
る
。

「
親
方
を
求
め
て
歩
き
ま
し
た
が
、
ち
ょ
っ
と
年

齢
が
い
っ
て
い
た
せ
い
か
（
22
歳
の
と
き
で
あ

る
！
）、
な
か
な
か
採
用
し
て
も
ら
え
ず
…
…
」

　
そ
う
し
た
な
か
で
、
仏
師
に
巡
り
合
っ
た
。
風

来
坊
の
よ
う
な
若
者
に
も
誠
実
に
向
き
合
い
、
こ

の
仕
事
の
意
義
を
諭
し
て
く
れ
た
。
こ
の
道
だ
、

と
意
を
強
く
し
て
入
門
し
、
修
業
に
没
頭
す
る
。

「
仏
像
に
は
長
い
歴
史
が
沁
み
て
い
ま
す
か
ら
、

伝
承
の
型
が
あ
り
ま
す
。
勝
手
に
発
想
を
広
げ
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
が
、
画
一
的
か
と
い
え
ば

そ
う
で
は
な
い
。
作
家
の
独
自
の
想
い
が
細
部
に

こ
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
り
ま
し
た
」

　
独
立
し
て
か
ら
、
仏
像
以
外
も
試
み
る
。
武
将

な
ど
の
歴
史
上
の
人
物
も
そ
の
ひ
と
つ
だ
。
た
だ

し
あ
ま
り
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
な
く
、
知
る
人
ぞ
知
る

［右］工房には、石原さんの使う鑿
がずらりと並ぶ。井波の彫刻師は
数百本の鑿を使い分けるといわ
れ、弟子入り後、石原さんのはじ
めての彫刻修業は鑿の柄を作るこ
とだったという　［左］毘沙門天
像の原型。粘土で塑像をつくって
から木彫に入るのが石原さんの制
作スタイル

手
仕
事
だ
か
ら
得
ら
れ
る
も
の

造
形
力
と
想
像
力
と

石
原
良
定
さ
ん

井
波
、
次
世
代
の
彫
刻
家
た
ち
❸
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30
年
も
前
の
こ
と
だ
が
、
風
に
意
思
が
あ

る
の
か
を
研
究
し
て
い
る
と
い
う
風
変
わ
り

な
男
性
に
出
会
っ
た
。
大
学
院
で
哲
学
を
専

攻
し
て
い
て
、
穏
や
か
な
佇
ま
い
。
英
語
教

師
で
も
あ
る
彼
は
、「
ク
ラ
ウ
ド
・
ナ
イ
ン
」

と
い
う
英
語
表
現
を
教
え
て
く
れ
た
。
直
訳

す
れ
ば
「
9
番
目
の
雲
」
で
、
圧
倒
的
に
幸

せ
な
時
の
感
情
表
現
で
あ
る
。

　
そ
れ
か
ら
25
年
後
、
偶
然
入
っ
た
本
屋
さ

ん
で
『
窓
か
ら
見
え
る
世
界
の
風
』
と
い
う

一
冊
を
見
つ
け
た
。
著
者
は
福
島
あ
ず
さ
さ

ん
。
モ
ン
ス
ー
ン
な
ど
気
象
現
象
の
研
究
者

で
あ
る
。

風
と
と
も
に
旅
す
る
浜
松 
（
静
岡
県
浜
松
市
）

「浜松まつり会館」では各町の頭文字や初
子〈ういご〉の名前が描かれた大凧を展
示。ミニ凧揚げ体験も　☎053-441-6211

作
家
の
川
内
有
緒
さ
ん
が
、

本
に
動
か
さ
れ
て
旅
へ
出
る
─
。

登
場
人
物
を
思
う
の
か
、

著
者
に
つ
い
て
考
え
る
の
か
、

そ
れ
と
も
誰
か
に
会
っ
た
り
、

何
か
食
べ
た
り
、遊
ん
だ
り
？

さ
て
、今
月
は
ど
こ
に
行
こ
う
。

本
を
旅
す
る
、本
で
旅
す
る
。

写
真
＝
荒
井
孝
治

A
rai K

o
ji

文
＝
川
内
有
緒

K
aw

auchi A
rio

第21回

気象学者である著者が、インドの局地風「エレフ
ァンタ」や地中海沿岸部に吹く「トラモンターナ」
など世界の50の風を、画家・nakabanの絵ととも
に紹介・解説する一冊。恵みの雨をもたらす風も
あれば、人間にとって脅威となる風もある。それ
ぞれの風が持つ土地との結びつきを感じながら、
旅するようにページをめくりたい　
＊本文中太字の箇所が本書からの引用です

福
島
あ
ず
さ
著
／
n
a
k
a
b
a
n
絵

『
窓
か
ら
見
え
る
世
界
の
風
』 	

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　   （
創
元
社
）

　
皆
さ
ん
は
「
風
」
に
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
を
持
ち
ま
す
か
？
　
空
の
雲
は
、
そ
の
形

を
は
っ
き
り
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、

降
っ
て
き
た
雨
に
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
そ
れ
で
は
、
吹
い
て
い
る
風
を
手
で
つ

か
ん
だ
り
、
目
で
見
た
こ
と
の
あ
る
方
は
い

毎年5月開催の「浜松まつり」の凧揚げ合戦。凧糸を互いに
絡ませ、摩擦で相手方の糸を切ることからケンカ凧とも呼
ばれる　写真提供＝浜松・浜名湖ツーリズムビューロー
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文
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写
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寿
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 H
isashi 

第54回

本わさびをすりおろし、おかかと
炊きたてご飯でいただくわさびご
飯は、爽やかな辛みとほのかな甘
みをダイレクトに味わえる
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天
城
の
清
流
が
育
む
本
わ
さ
び  

《 

静
岡
県
伊
豆
市 

》

　
わ
さ
び
の
鋭
い
辛
み
は
鼻
の
奥
に
ツ
ー
ン
と
抜

け
る
。
よ
ど
ま
ず
、
さ
っ
と
消
え
う
せ
る
。
緑
色

の
わ
さ
び
は
清
ら
か
に
し
て
潔
し
。
日
本
の
精
神

文
化
に
ぴ
た
り
と
は
ま
り
、
武
士
で
あ
る
徳
川
家

康
が
と
く
に
好
ん
だ
と
い
う
の
も
合
点
が
い
き
ま

す
。
わ
さ
び
を
「
山
葵
」
と
書
く
よ
う
に
、
徳
川

家
の
家
紋
（
三
つ
葉
葵
）
に
あ
る
葵
の
葉
に
わ
さ

び
の
葉
が
よ
く
似
て
い
る
こ
と
も
そ
の
理
由
の
ひ

と
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
地
球
の
表
面
を
覆
う
厚
さ
1
0
0
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
の
巨
大
な
岩
板
を
「
プ
レ
ー
ト
」
と
い
い

ま
す
。
複
雑
な
地
殻
変
動
に
よ
っ
て
、
プ
レ
ー
ト

は
長
い
年
月
を
か
け
て
移
動
し
て
隆
起
し
、
複
数

の
プ
レ
ー
ト
が
相
接
し
て
で
き
た
の
が
日
本
列
島

で
す
。
南
方
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
海
プ
レ
ー
ト
は
本
州

が
乗
っ
て
い
る
ユ
ー
ラ
シ
ア
プ
レ
ー
ト
の
下
に
沈

み
込
み
な
が
ら
、
2
0
0
0
万
年
前
か
ら
北
上
し

は
じ
め
ま
し
た
。
そ
の
時
、
後
に
伊
豆
半
島
に
な

る
「
海
底
火
山
群
」
も
南
方
か
ら
移
動
し
て
、

1
0
0
万
年
前
に
本
州
に
衝
突
。
そ
の
後
も
火
山

活
動
と
地
殻
変
動
を
繰
り
返
し
現
在
の
伊
豆
半
島

に
な
り
ま
し
た
。

　
標
高
差
が
全
国
で
も
っ
と
も
大
き
い
静
岡
県
で

は
、
南
方
か
ら
の
暖
か
く
湿
っ
た
空
気
が
た
め
込

天
城
山
塊
の
懐
で
育
て
る
本
わ
さ
び
は
、
鼻
に
ツ
ー
ン
と
抜
け
る
爽
や
か
な
辛
み
が
印
象
的

ま
れ
る
こ
と
で
内
陸
に
大
量
の
雨
（
雪
）
が
降
り

ま
す
。
天
城
山
で
は
2
0
1
9
年
に
年
間
降
水
量

5
5
5
2
ミ
リ
を
記
録
し
ま
し
た
。
雨
水
は
、
伊

豆
半
島
の
岩
盤
に
あ
る
溶
岩
の
小
さ
な
穴
を
通
っ

て
浄
化
さ
れ
、
地
層
に
蓄
え
ら
れ
、
無
数
の
湧
水

と
な
っ
て
、
清
ら
か
な
水
や
温
泉
の
恵
み
を
生
む

の
で
す
。

　
地
図
で
見
る
と
伊
豆
半
島
の
ほ
ぼ
真
ん
中
に
あ

る
「
滝
尻
わ
さ
び
園
」
を
訪
ね
ま
し
た
。
滝
尻
と

は
、
ほ
ど
近
い
浄
蓮
の
滝
の
下
流
の
意
。
私
た
ち

を
迎
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
5
代
目
主
人
の
浅

田
芳よ

し

孝た
か

さ
ん
、
恵
子
さ
ん
ご
夫
妻
と
次
男
の
正
志

く
ん
。
99
歳
に
な
る
お
ば
あ
様
も
わ
さ
び
の
仕
事

どい よしはる／1957年、大阪府生
まれ。料理研究家、十文字学園女
子大学特別教授。NHK「きょうの
料理」に出演。『一汁一菜でよいと
いう提案』（新潮社）など著書多数

滝尻わさび園の清流に感動し、柔
らかいわさびの葉を摘んで「ゆが
いておひたしにしよう」と、うれ
しそうな土井さん。生わさびなら
ではのおいしさを味わうには、根
茎の上部にある茎を削りとって、
先端から目の細かい（鮫皮などの）
おろし板で、『の』の字を書いてこ
ねるようにすりおろすのがコツだ
そう

天城山塊の清水の湧き口そばにある
滝尻わさび園のわさび田

天
城
山
塊
の
懐
に
あ
る
わ
さ
び
田
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