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う
だ
る
暑
さ
の
京
の
夏
。

し
か
し
油
照
り
の
こ
の
町
に
は

盛
り
の
暑
さ
と
腕
比
べ
を
す
る
ご
と
く
の

挨
拶
ご
と
や
ら
、
行
事
や
ら

「
夏
の
ノ
ル
マ
」
が
あ
り
ま
す
。

暑
さ
に
負
け
そ
う
な
心
を
意
地
と
矜
持
で
吹
き
飛
ば
す

い
わ
ば
、
カ
ン
フ
ル
剤
の
よ
う
な
、
夏
し
ご
と
。

そ
し
て
、
ひ
と
し
ご
と
を
終
え
た
心
身
へ
の

至
福
の
ご
褒
美
と
な
る

美
味
、
涼
味
も
ま
た
、
あ
る
の
で
す
。

そ
ん
な
夏
の
京
都
の
表
と
裏
を

京
都
在
住
の
人
気
狂
言
師
、
茂
山
逸
平
さ
ん
と
探
訪
。

暑
さ
の
向
こ
う
に
と
っ
て
お
き
の
楽
し
み
の
待
つ

ま
だ
見
ぬ
京
都
へ
、
ご
一
緒
に
。

構
成
・
文
＝
安
藤
寿
和
子

A
nd

o
 Suw

ako

旅
人
＝

茂
山
逸
平

Shig
eyam

a Ip
p

ei

清水寺の北方にある「将軍塚」か
らは、京都の街の全景が見渡せる。
夏の強い光線が、ぎらぎらと町を
照らしていた一日、もうすぐ夕立
がくるだろう　写真＝中田 昭
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「
清き

よ

水み
ず

さ
ん
は
、
三
重
塔
落
慶
の
ご
法
要
に

親
子
三
代
（
祖
父
の
四
世
千せ

ん

作さ
く

氏
・
父
の
二

世
七し

め
五
三
氏
・
逸
平
さ
ん
）
で
狂
言
を
奉
納

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
り
、
夏
の
暁

ぎ
よ
う

天て
ん

講
座

に
招よ

ん
で
も
ら
う
こ
と
は
あ
っ
た
け
ど
、
千せ

ん

日に
ち

詣ま
い

り
は
寄
せ
て
も
ろ
た
こ
と
あ
っ
た
か
な

あ
。
い
や
、
も
し
か
し
た
ら
、
そ
う
と
は
知

ら
ず
に
来
て
る
の
か
も
し
れ
ん
け
ど
」

　
清
水
寺
へ
向
か
う
参
道
、
産さ

ん

寧ね
い

坂ざ
か

の
石
段

を
登
り
つ
つ
、
ふ
と
洩
れ
た
茂
山
逸
平
さ
ん

の
ひ
と
言
。
そ
う
と
は
知
ら
ず
に
…
…
と
は
、

い
か
に
も
京
都
の
人
ら
し
い
。
何
の
気
な
し

に
親
や
祖
父
母
に
手
を
引
か
れ
、
門
前
の
甘

い
も
の
な
ど
に
釣
ら
れ
て
知
ら
ず
知
ら
ず
お

詣
り
し
て
ご
縁
を
結
ぶ
。
こ
の
町
に
あ
り
が

ち
な
、
子
ど
も
た
ち
と
神
仏
の
和
や
か
な
コ

ン
タ
ク
ト
風
景
で
あ
る
。

　
狂
言
の
舞
台
は
じ
め
、
N
H
K
の
朝
ド
ラ

や
語
学
講
座
な
ど
で
も
顔
を
知
ら
れ
る
逸
平

さ
ん
。
ご
く
小
さ
い
頃
、
朝
ド
ラ
ヒ
ロ
イ
ン

の
弟
役
を
演
じ
た
折
の
可
愛
ら
し
い
印
象
を

い
ま
だ
に
お
持
ち
の
方
も
多
い
よ
う
で
、
す

で
に
不
惑
も
越
え
、
堂
々
の
中
堅
ど
こ
ろ
と

し
て
活
躍
の
今
も
、
周
り
か
ら
の
呼
び
名
は

相
変
わ
ら
ず
「
逸
平
ち
ゃ
ん
」。

　
日
暮
れ
間
近
、
ま
だ
ま
だ
人
の
絶
え
な
い

道
々
で
の
視
線
や
声
か
け
も
さ
ら
り
と
受
け

て
、
目
指
す
は
音
羽
山
清
水
寺
の
正
門
。
な

だ
ら
か
に
峰
を
連
ね
る
東
山
の
ふ
も
と
、
坂

の
続
く
参
詣
道
は
、
振
り
返
る
と
眼
下
に
京

の
市
中
が
見
え
隠
れ
。
門
前
の
賑
わ
い
を
楽

し
み
な
が
ら
、
け
っ
こ
う
登
っ
て
き
て
い
る

の
で
あ
る
。

源
氏
物
語
に
も
描
か
れ
る
灯
明

　
古
来
、「
千
」
と
い
う
字
は
「
た
く
さ
ん
」

の
意
味
。
計
り
知
れ
な
い
無
数
無
量
を
あ
ら

わ
す
も
の
と
し
て
、
寺
社
に
は
雨
風
を
厭い

と

わ

ず
千
日
を
通
い
詰
め
て
満
願
を
ね
が
う
「
千

度
参
り
」「
千
度
詣
で
」
の
信
仰
が
あ
っ
た
。

　
な
か
で
も
観
音
信
仰
の
聖
地
と
知
ら
れ
る

清
水
寺
の
千
度
参
り
は
、
そ
の
霊
験
ひ
と
き

わ
と
、
出
世
前
の
平
清
盛
も
願
を
立
て
た
と

か
。
そ
ん
な
千
度
の
お
詣
り
の
功
徳
を
、
た

っ
た
1
日
で
い
た
だ
け
る
機
会
が
あ
る
、
と

な
れ
ば
、
見
逃
す
手
は
な
か
ろ
う
。

　
清
水
さ
ん
の
千
日
詣
り
は
8
月
9
日
か
ら

16
日
ま
で
。
も
と
も
と
旧
暦
7
月
10
日
が
大

功
徳
日
と
さ
れ
賑
わ
っ
た
そ
う
だ
が
、
明
治

以
降
、
暦
が
改
ま
る
な
ど
し
て
、
今
の
日
取

り
に
。
と
り
わ
け
夜
間
の
拝
観
が
で
き
る
14

日
か
ら
の
3
日
間
は
、
お
詣
り
の
人
の
献
じ

る
灯
明
が
、
ほ
の
暗
い
内
々
陣
に
揺
れ
る
さ

ま
も
美
し
く
、
か
つ
て
紫
式
部
が
『
源
氏
物

語
』
に
記
し
た
「
清
水
の
か
た
ぞ
光
多
く
見

え
人
の
け
は
ひ
も
し
げ
か
り
け
る
」
と
の
様

子
も
彷
彿
さ
せ
る
。

「
狂
言
に
は
お
寺
が
出
て
く
る
話
も
多
い
で

す
が
、
そ
の
お
寺
と
い
う
の
が
、
ほ
ぼ
清
水

寺
か
因い

な

幡ば

堂ど
う

。＊

だ
い
た
い
そ
の
ふ
た
つ
に
相

清
水
さ
ん
の

 
千
日
詣
り

暑
さ
に
負
け
ず
参
詣
し
た
人
だ
け
が
授
か
る
の
は
、
な
ん
と
千
日
ぶ
ん
の
功
徳
。

京
都
と
い
え
ば
の
名
刹
、
清
水
寺
の
夏
限
定
の
「
ご
縁
日
」
へ
、
い
ざ
。

大蔵流狂言師。1979年生まれ。茂山
千五郎家一門の中核として「花形狂言
少年隊」「TOPPA！」など結成。広い層
に向けた舞台やNHK連続テレビ小説
「京、ふたり」「オードリー」等の出演、
他ジャンルとのコラボ公演など多彩
な活動で人気を博す。新進芸術家海
外派遣制度でフランスにも留学。

旅人  茂山逸平さん

写真＝伊藤 信
Ito Makoto

＊平等寺の別名。下京区にある 16



日暮れ間近の産寧坂に佇む
逸平さん。坂の名前の由来
は、清水寺の子安塔へ安産
祈願に通う参詣者が石段で
転ばぬよう、お産の安寧を
願ったものとも伝わる
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茂
山
家
の

 
土
用
干
し

盛
り
の
暑
さ
の
中
で
し
か
成
し
得
な
い

「
夏
し
ご
と
」
の
代
表
格
、
茂
山
家
総
出
の

装
束
の
糊
づ
け
、
面
の
虫
干
し
を
、
ち
ょ
こ
っ
と
拝
見
。

　
7
月
末
か
ら
8
月
前
半
に
か
け
て
、
暑
さ

も
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
夏
の
土
用
に
衣
類
や
書

物
を
陰
干
し
し
て
湿
気
を
飛
ば
し
、
カ
ビ
な

ど
を
防
ぐ
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
は
、
以
前
は
普
通

の
家
で
も
よ
く
見
か
け
た
夏
の
風
物
詩
的
作

業
で
あ
っ
た
。

　
空
調
も
整
い
「
土
用
干
し
」
と
言
え
ば
梅

干
し
く
ら
い
し
か
思
い
浮
か
ば
な
い
昨
今
。

し
か
し
狂
言
の
茂
山
家
で
は
、
こ
の
時
期
、

若
手
役
者
が
集
ま
っ
て
、
の
べ
10
日
間
ほ
ど
、

「
麻
装
束
の
糊の

り

づ
け
」
と
「
面お

も
て

の
虫
干
し
」

を
行
う
の
が
恒
例
。
そ
の
作
業
風
景
を
逸
平

さ
ん
の
案
内
で
覗の

ぞ

か
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　
能
、
狂
言
の
家
で
は
、
面
は
も
と
よ
り
、

装
束
や
小
道
具
類
も
自
前
。
舞
台
で
必
要
な

も
の
の
ほ
と
ん
ど
を
所
有
し
、
着
付
け
も
手

入
れ
も
自
分
た
ち
で
行
う
の
で
あ
る
。

糸
、
針
三
年
、
糊
五
年
　

　
ま
ず
「
糊
づ
け
」
か
ら
。
作
業
拝
見
の
前

に
、
ち
ょ
っ
と
狂
言
の
舞
台
を
思
い
描
い
て

み
よ
う
。
そ
こ
に
は
大
名
、
太
郎
冠
者
、
僧

侶
、
山
伏
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
格
好
の
人
た

ち
が
出
て
く
る
。
そ
れ
ら
登
場
人
物
が
着
て

い
る
装
束
の
い
ち
ば
ん
外
側
、
た
と
え
ば

裃か
み
し
も

の
よ
う
に
肩
の
あ
た
り
が
ピ
ン
と
張
っ

た
上
着
「
肩か

た

衣ぎ
ぬ

」
や
、
袖
の
た
っ
ぷ
り
し
た

「
素す

袍お
う

」、
そ
し
て
長
短
の
「
袴は

か
ま」

等
々
、
そ

れ
ら
は
大
概
、
麻
で
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
麻
装
束
が
舞
台
で
使
う
う
ち
に
、
草く

た

臥び

れ
た
り
皺し

わ

に
な
っ
た
り
。
逸
平
さ
ん
い
わ
く

「
ヘ
ニ
ャ
ヘ
ニ
ャ
に
な
っ
て
き
た
も
の
を
、

糊
を
あ
て
直
し
て
シ
ャ
キ
ッ
と
さ
せ
る
」
の

が
、「
糊
づ
け
」
の
作
業
で
あ
る
。

「
姫
の
り
」
と
呼
ば
れ
る
着
物
用
の
糊
を
、

水
で
緩
め
て
、
装
束
に
刷は

毛け

で
シ
ャ
ー
ッ
と
。

一
見
、
簡
単
に
見
え
る
が
、
糊
の
具
合
、
力

の
加
減
、
さ
ら
に
ピ
ン
と
張
ら
せ
た
い
と
こ

ろ
は
濃
い
め
に
、
着
た
ら
見
え
な
い
と
こ
ろ

は
生
地
へ
の
負
担
が
極
力
少
な
い
よ
う
薄
め

に
、
な
ど
工
夫
の
し
ど
こ
ろ
は
一
様
で
な
い
。

さ
ら
に
糊
を
あ
て
る
人
、
装
束
を
着
け
る
人
、

そ
れ
ぞ
れ
の
好
み
も
あ
り
、
同
じ
肩
衣
で
も

慣れた手つきで肩衣に糊をあてる逸平さ
ん。お上手！

写真＝二村 海
Nimura Kai 者ども

かかれぃ
！

24



 「
口
福
の
涼
味
」
あ
れ
こ
れ

と
に
か
く
暑
い
夏
の
京
都
。

そ
の
中
で
「
夏
し
ご
と
」
を
終
え
た

心
身
へ
、
ご
褒
美
の
〝
口
福
〞
を
。

生
粋
の
京
男
4
人
の
座
談
、

放
談
で
ご
案
内
し
ま
し
ょ
う
。

冷たく心地よい歯応えのじゅんさ
いを、アンティークのグラスに。
天盛りはトマトのジュレ。山葵
〈わさび〉の香りもキリッと、五感
に涼しい一品。「なか一」にて

写真＝伊藤 信
Ito Makoto
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た
。
上
品
な
甘
さ
で
、
爽
や
か
で
、
あ
れ
は

お
っ
さ
ん
も
喜
ぶ
か
き
氷
（
笑
）。
で
も
、

「
桂
う
り
」
て
珍
し
い
ね
。

中
村
　
土
地
の
も
の
で
、
う
ち
に
し
か
な
い

も
の
が
で
き
な
い
か
な
と
。「
桂
う
り
」
は

昔
な
が
ら
の
品
種
で
、
か
け
合
わ
せ
て
病
気

に
強
く
、
み
た
い
な
こ
と
は
な
い
の
で
農
家

さ
ん
に
は
な
か
な
か
つ
く
っ
て
も
ら
え
な
い

絶
滅
危
惧
種
。
今
は
、
京
都
府
立
桂
高
等
学

校
の
生
徒
さ
ん
が
、
伝
統
野
菜
を
守
る
目
的

で
栽
培
し
て
る
の
を
使
わ
せ
て
も
ろ
て
ま
す
。

茂
山
　
貴
重
な
も
ん
な
ん
や
。

中
村
　
見
た
目
は
地
味
で
す
け
ど
、
召
し
上

が
れ
ば
好
き
に
な
っ
て
も
ら
え
る
か
な
、
と
。

届
け
た
い
涼
味
　

―
自
分
へ
の
ご
褒
美
の
ほ
か
に
、
人
に
差

し
上
げ
た
い
夏
の
味
、
も
あ
り
ま
す
よ
ね
？

茂
山
　
善
也
さ
ん
（
鍵
善
）
と
こ
の
竹
筒
の

水
羊
羹
（
甘
露
竹
・
写
真
下
）
と
か
、
ま
さ

に
そ
う
と
違
い
ま
す
か
？
　
う
ち
で
は
親
父

が
ず
っ
と
、
お
寺
へ
挨
拶
に
持
っ
て
行
っ
て

ま
し
た
。

今
西
　
自
分
用
に
は
な
か
な
か
買
わ
へ
ん
け

ど
、
他
所
へ
持
っ
て
行
く
の
に
買
う
お
菓
子

て
、
あ
る
ね
。
寺
町
の
村
上
開
新
堂
さ
ん
の

「
オ
レ
ン
ジ
ゼ
リ
ー
」
と
か
。

茂
山
　
あ
れ
も
美
味
し
い
ね
。
善
也
さ
ん
と

こ
の
水
羊
羹
は
や
っ
ぱ
り
竹
の
香
り
が
清す

が

々す
が

し
く
て
い
い
で
す
も
ん
ね
。
で
も
大
変
で
し

鍵善
良房

◉
Kagizen
yoshifusa

祇園で三百余年。この土地に遊ぶ文人、
粋客のセンスや要望に応える和菓子、こ
とに「くずきり」で名を馳せる。当代の
今西善也さんは親子二代で祇園祭長刀鉾
稚児もつとめ、他にも役職多数の“祇園
の偉いさん”。「ZEN CAFE」や「ZENBI KA 
GIZEN ART MUSEUM」など和菓子とアー
トを楽しむ新店でも注目を集める
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喫
茶
店
に
は
魔
力
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
淹い

れ
た
て
の
コ
ー
ヒ
ー
と
い
う
魔
力
、
も
う
ひ

と
つ
は
コ
ー
ヒ
ー
を
淹
れ
る
ひ
と
が
放
つ
魔

力
だ
。
と
り
つ
か
れ
た
人
た
ち
は
、
喫
茶
店

を
め
ぐ
ら
ず
に
い
ら
れ
な
く
な
る
と
か
。

旅
は
コ
ー
ヒ
ー
と
と
も
に 
（
岩
手
県
盛
岡
市
）

明治期の建築「岩手銀行赤レン
ガ館」。盛岡ではこのほかにも
明治・大正期の建築が今も文化
施設として活用されている。市
内にたくさんの喫茶店があるの
で、ひと休みしながら散策を楽
しみたい

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23回

盛岡市の書店「BOOKNERD」店主の早坂大輔さん
が綴る、8軒の喫茶店にまつわるエッセイ集。「お
客様からおすすめの喫茶店を聞かれることが多く
て、まとめてみたんです」と早坂さんは語るが、
単なるガイドブックではなく、盛岡の街に根差す
喫茶店へ想いを寄せる一冊。オンラインストア
（https://booknerd.stores.jp/）でも購入可　＊本文
中太字の箇所が本書からの引用です

早
坂
大
輔
著

『
コ
ー
ヒ
ー
を
、
も
う
一
杯
』 	

 

（
Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
Ｎ
Ｅ
Ｒ
Ｄ
刊
）

盛岡市民憩いの場所・クラムボン　1.優しい笑顔で迎
えてくれる店主の高橋真菜さん。父・正明さんの遺志
を継ぎ、店を切り盛りする　2.店内に飾られている正
明さんによる猫の絵　3.淹れたてのコーヒーの豊かな
香りに川内さんもにっこり　☎019-651-7207

　
そ
ん
な
こ
と
を
普
段
か
ら
思
う
わ
り
に
、

数
年
前
、
喫
茶
店
が
ひ
と
つ
も
な
い
街
に
住

ん
で
し
ま
っ
た
。
チ
ェ
ー
ン
の
コ
ー
ヒ
ー
店

は
い
く
ら
で
も
あ
る
の
だ
け
ど
、
魔
力
の
あ

る
店
は
ひ
と
つ
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
の

街
は
電
子
音
だ
け
で
構
成
さ
れ
た
音
楽
み
た

い
で
、
長
く
暮
ら
す
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。

あ
れ
か
ら
時
が
経
ち
、
今
は
喫
茶
店
が
多
い

街
に
住
ん
で
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

　
盛
岡
市
も
喫
茶
店
文
化
が
花
咲
く
街
ら
し

い
。
そ
れ
を
教
え
て
く
れ
た
の
は
『
コ
ー
ヒ

ー
を
、
も
う
一
杯
』
と
い
う
本
で
、
著
者
は

3

2

1
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文
＝
土
井
善
晴

D
o

i Yo
shiharu

写
真
＝
岡
本 

寿

O
kam

o
to

 H
isashi 

第56回

須佐駅近くの海鮮料理店「梅乃葉」
では、活ウニを割って出してくれ
る。写真の黒ウニ（ムラサキウニ）
は濃厚で強いうま味が感じられる
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磯
香
る
夏
ウ
ニ  

《 

山
口
県
萩
市 

》

　
今
回
は
、
こ
の
連
載
の
旅
で
は
初
め
て
訪
れ
る

山
口
県
。
山
口
県
と
言
え
ば
下
関
の
ふ
ぐ
を
思
う

私
で
す
が
、
赤
ウ
ニ
と
い
う
極
上
の
ウ
ニ
が
あ
る

と
知
り
、
萩
市
須す

佐さ

を
訪
ね
ま
し
た
。

　
須
佐
は
山
口
県
北
東
部
に
あ
り
、
萩
駅
か
ら
海

岸
沿
い
に
東
へ
約
37
キ
ロ
。
須
佐
と
い
う
地
名
は
、

神
話
の
時
代
の
「
須す

佐さ

之の

男を
の

命み
こ
と

が
出
雲
の
国
か

ら
朝
鮮
半
島
に
渡
る
際
、
神
山
（
須
佐
に
あ
る
高こ

う

山や
ま

）
の
峰
に
立
っ
て
航
路
を
定
め
た
」
こ
と
に
由

来
す
る
そ
う
で
す
。

　
須
佐
湾
は
「
西
の
松
島
」
と
呼
ば
れ
、
国
の
名

勝
、
北
長
門
海
岸
国
定
公
園
に
あ
る
複
雑
で
険
し

い
岩
礁
と
穏
や
か
な
入
り
江
が
連
な
る
変
化
に
富

ん
だ
景
観
。
こ
う
い
う
海
は
た
い
て
い
魚
の
棲す

み

家か

に
な
る
も
の
で
す
。
河
川
か
ら
運
ば
れ
る
植
物
プ

ラ
ン
ク
ト
ン
（
原
生
生
物
）
を
海
の
動
物
プ
ラ
ン

ク
ト
ン
が
餌
に
し
て
大
繁
殖
す
る
。
す
る
と
、
こ

れ
を
餌
に
す
る
魚
貝
が
集
ま
る
。
い
の
ち
が
連
鎖

す
る
須
佐
は
、
古
く
か
ら
好
漁
場
と
し
て
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
須
佐
ホ
ル
ン
フ
ェ
ル
ス＊

の
あ
る
海
岸

に
も
、
釣
り
人
が
い
ま
し
た
。

「
ひ
と
と
き
」
取
材
班
、
道
中
で
直
売
所
を
見
つ

三
方
を
海
に
囲
ま
れ
た
水
産
県
・
山
口
県
の
ウ
ニ
は
、
コ
ク
が
あ
り
、
シ
ル
キ
ー
な
口
当
た
り

＊「ホルンフェルス」とは、岩石が何らかの変成作用を受けた「変成岩」の一分類

け
る
と
、
そ
の
土
地
の
産
物
や
暮
ら
し
が
知
り
た

く
て
、
時
間
が
許
せ
ば
立
ち
寄
り
、
都
会
に
は
な

い
鮮
度
の
高
い
野
菜
や
素
朴
な
乾
物
を
見
つ
け
て

は
、
思
わ
ず
明
日
の
お
か
ず
に
買
う
の
で
す
。

　
須
佐
地
域
で
は
、
と
く
に
魚
介
の
物
販
が
充
実

し
て
い
ま
し
た
。
び
っ
く
り
し
た
の
は
そ
の
値
段
。

約
7
0
0
グ
ラ
ム
の
天
然
真
鯛
が
1
尾
3
0
0
円
、

イ
キ
レ
（
小
イ
カ
）
が
10
杯
以
上
入
っ
て
1
パ
ッ

ク
1
5
0
円
、
手
の
ひ
ら
大
の
カ
ラ
イ
サ
キ
1

 
0
 

0
円
、
ワ
カ
ナ
（
ブ
リ
の
子
）
が
8
0
0
円
、
大

物
の
ヒ
ラ
マ
サ
、
メ
ジ
ナ
は
4
5
0
0
円
と
あ
り

ま
し
た
。
ね
っ
、
こ
こ
に
い
た
ら
毎
日
お
い
し
い

魚
が
食
べ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

　
さ
て
、
山
陰
本
線
須
佐
駅
に
到
着
。
J
R
西
日

本
の
豪
華
列
車
「
T
W
I
L
I
G
H
T 

E

 

X

 
P
 

R
E
S
S 

瑞み
ず

風か
ぜ

」（
山
陰
コ
ー
ス
）
が
、
こ
の
小

さ
な
須
佐
駅
に
停
車
し
ま
す
。
目
的
は
、
新
鮮
な

透
明
の
イ
カ
が
食
べ
ら
れ
る
朝
ご
は
ん
。
イ
カ
は
、

一
本
釣
り
の
剣け

ん

先さ
き

。
わ
け
て
も
特
別
て
い
ね
い
に

扱
わ
れ
た
地
元
ブ
ラ
ン
ド
の
「
須
佐 

男み
こ
と命

い
か
」

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

須
佐
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
に
驚
き
！

青い須佐湾に突き出た須佐ホルンフェル
スを遠くから望むと、断崖絶壁のようだ
が、直下まで遊歩道を降りていくと、岩
肌に触れることもできる

萩市須佐に到着後、まずは須佐湾
にある「須佐ホルンフェルス」へ。
黒と灰白色が織りなす縞模様の地
層が露出しており、「日本の地質
百選」にも選ばれた、学術的価値
の高いダイナミックな名勝だ。約
1500万年前、海底に堆積した地層
がマグマの熱変成作用で変成岩に
なったもので、その不思議な景観
に圧倒される土井さん
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