
美味しい新・風 土 記

一 日 本のテロワ ール を求めて

フ ード ジ ャ ーナ リ ス ト
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向 笠 千 恵 子

第２５回

学 名ワ サビ ア・ジ ャポニ カ、日 本 原 産 わさ び の魅 力 ①

春 の 訪 れは 芽 吹 きの 知 ら せ う 見流Lの浅 瀬 や 山

間 部の 湿 地 に は わ さ び の 白 い 花 が 開 く。こ れ は

茎 ご と お ひ た し に す る と 、ひ り っ と し た 辛 み の

爽 や か な昧 に な る 。で もこ の 花 を 一般 の 人.が 口

に す る の は な か な か 難 Ｌい ｰな ぜ な ら ……j!)さ

び は と て もデ リ ケ ート な 随物 で 、水 質 が 嚇 酸 性

か ら 刷 ア ル カり 性 、水 温 は 8～18℃、そ し て イ

リ ナ や ヤ マ メ が 生 息 で き る よう な 清 ら かな 水 が

流 れて い る な ど 条 件 が 厳 Ｌい の だ ．

ま た 鳥 温 や 直 射 EI光 を嫌 う の で ．皃 で も 適 温

が 保 た れ ．日 |窃を 作 っ て く れ る 樹 木 が 必 要し.あ

る 裡 度 の 環 境 は 人工 的 に カ バ ーで き る も の の 、

`条 件 が 多 い 作物 な う え 、卓 抜 し た 技 術 も必 嬰 な

の で 栽培 地 は 限 ら れ て い る ｰそ れだ け に こ う い

う 上 地 は 自 然 が 残 ９て い る 楽 園 とい 。て い い ．

ち な み に 島 根 琳 の 津 和 野 市 Ｈ原 や 益 Ⅲ 市 |･⊆虻

な ど傾 日 本 に も 名 産 地 は あ る が ．産 地 は |王倒的

に 畑 1本 に 多 い ､、そ の は ず で 山 間 地 に ひ っ そ り

自 生 し て い た わ さ び を 人.關が 生 産 物 と して Fが

け た 最 初 の 地 が 束 11本 の 静 |紺 か そ れ が 欄 辺 部

か ら 広 まり て い た の が 主 |刈だろ う

●安 倍 川 上 流 域 が 栽 培 発 祥 地

わ さ び は 学 名 ワ サ ビ フ ・ジ ャ ポ ニ カ と い い 、

そ の 名 が 示 す よ ･うに 11本 原 産 、鎌 む'時 代 か ら 食

川 に き れ て い た 。栽 培 に 成 功 し た の は 廈 長 年 問

口 596-1614)で 、そ の 場 所 は 静 岡 lhか ら 安 倍

川 沿 い に 北 上 し た 、通 杓バ 安 倍 奥 ｣と い う エ リ

ア の 最 奥 部 ・有 束 木 と い 引 |けＬ

傾 斜 の あ る 清 流 に 掘 り こ ぶ し 人 の 石 か ら 細 か

な 川 砂 ま で を 卜'か ら 節 に 積 み 軍 ね 、そ こ に わ さ

び の 范 を 植 え て 育 て る ．

と あ れ ば 静 岡 と い い 時 代 背 な と い い 、陪 .jll家

啝 の 顏 が 浮 か ぶ が 、そ の 通 り 冂 詼 府 に 隠 居 と.て

い た 家 康 は 献 上 さ れ た わ さ び を 洲 、気 に 入 り 、

門 外 不 出 の 禁 制 品 に し て し ま う　 湯 治 は 薬 味 の

ほ か に 毒 消 し の 効 用 も 信 じ ら れ て い た し 、わ さ

び の 葉 が 徳 川 家 の 家 紋 で あ る 葵 に 似 て い た こ と

も 親 近 感 に つ な が 。た と さ れ る ．

と こ ろ が 良 IIllIIを泄 に 隠 す の は 至 難 で 、江 戸 巾

關 の 1744年 に 伊 ぜ 天 城 の 湯 ヶ 島 へ 伝 播 す る ｡ｲf

収 木 へ 推 茸 栽 培 の 指 導 へ 呼 ぱ れ た 恢 垣 勘 四 郎 が

Illliを持 ち 帰 叺 拔 培 を 広 め た の だ ．
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とはいえ元祖の「安 倍 奥 」は 現 代 もわ さ び 栽培

が 盛 ん で 、香 り が よ く、す りお ろ す と粘 りと キ レ

の 塩 梅 が い いと い うこと で 、静 岡 市 周辺 の す し 屋

や そ ば 屋か ら 絶 大に 支持 さ れてい る。この 地 域 は 、

日 本の ほぽ 真 ん 中で ､列 島 の ねじ れ部 分 に 位 置し ．

糸 魚 川 構 造 線 が 走 る 。そ の ため 、湧水 の 質 が よく、

わさ び は緑 が 冴 え ､辛 みが きい た根 に育 つ ようだ。

特 筆 す べ き は 、わ さ び 漬 け も こ の 地 域 が 草 分

け と い う こ と。当 初 は ぬ か み そ 漬 け だ っ た が 、

酒 粕 漬 け に 改 良 さ れ、東 悔 道 線 閹 通 で 静 岡 駅の

お 上 産品 に な っ て 大 ヒ ッ ト 。以 来、他 の わ さ び

産 地 も わ さ ぴ 潰 け を 始 め た の で あ る 。

●静 岡 わ さ び の 中 心 地 ・伊 豆 天 城

前 記 の よ う に 板 垣 勘四 郎 が 苗を 持 ち帰 っ て 以

来 、伊 豆 ﾉ､ﾐ城は わ さ び の 特 産 物 に な っ た 、天 城

山 の 昆 根 か ら 流 れ だ す 豊 富 な 清 流 を 引 き込 ん だ

の だ。勘 四 郎 の 本 拠 地 だ っ た 湯 ヶ 島 は 、当 時 、

富 l二山 の 噴 火 や ．あ い つ ぐ 大 洪 水で 苦 難 の 只中

に あ っ た か ら 、高 値 で 取 引 き で き る わ さ び は 村

人 に は 紋 い の 神 だ ･つた よ う だ 。そ の 評 判 は 広 く

伝 わ ･つて 伊 豆 天 城 全 域 で 載 培 さ れ 、伊 豆 半 島 北

部 の 富 士 山 麓 北 駿 地 区 に まで 及 ぶ。

伊 豆 天 城 が 偉 か っ た の は 、栽 培 法 に も工 夫 を

こ ら し た こ と ．明 治 中 期 に 中 伊 豆 の 生 産 者 に

よ っ て 畳 石 式 わ さ び 田 が 開 発 さ れ 、高 品 質 な わ

さ び が 採 れ る よう に な る 。こ れ は 、掘 り Ｆげ た

地 盤 を 河 原 石 で 覆い 、砂 を か ぶ せ て か ら 、わ さ

び の 陷を 梗 え 付 け .i¥fの 脇 に こ ぷ し 大 の 石 を ’置

い て 支 え な が ら 栽 培 す る 方 法 だ。

し か し ．水 が 大 Jil:に必 要 な う え 、15～20年 に

一 度 は 畳 替 え 、つ ま り 地 盤 の 轟 を 取 り 替 え ね ぱ

な ら な い 厂 L疋城 山 地 の 豊 富 な 水 と 、働 き 者 の 伊

豆 人 の 気 質 が あ っ て こ そ の 物 種 と い え よ う 、

こ の 畳 石 式 は 各 地 へ 広 まり 、立 地 や 事 情 に 合

わせ て 改 良 さ･れ て い る 、富 L:山麓 北 駿 地 区 の 御
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殿 場 で は 火 山 噴 火 物 の 石 が 使 用 さ れ て い る 。

な お 静 岡 県 は 、近 年 、清 流 を 活 用 し て 救 培 す

る わ さ び を 水 わ さ び と 称 す る 。そ し て 「静 岡 水

わ さ び の 伝 統 栽 培 」は 、平 成 部 年 に 口 本 晨 業 遺

産 、翌 平 成 30年 に 世 界 農 業 遺 産 に 認 定 さ れ た 。

こ れ に 先 駆 け て 和 食 が ユ ネ ス コ の 世 界 無 形 文 化

遺 砥 に な 叭 わ さ び は 和 食 を 支 え る 和 風 香 辛 料

の 代 表 と し て そ の 真 個iが 再 認 識 き れ 、欧 米 の

ト ッ プ シ ェ フ た ち は わ さ ぴ に 関 心 を 沫 め て い /ふ

そ の 流 れ の な か で 、内 外 に お け る 農 業 遺 産 認

定 は 、わ さ び が 水 の 豊 か な 口 本 の 風 土 の も と で

青 ま れ た 食:材 で あ る こ と を 世 界 に ア ビ ーJﾚす る

好 機 に な っ た 。

●わ さ び 漬 け の 真 実

最 近 、久 し ぷ り に 伊 豆 へ 川 か け た ら 、わ さ び

泊･け が ll産 物 屋 だ け で な く 、直 売 所 で も 種 々並

ん で い た 、わ さ び 農 家 が 自 家 用 に 作 り て い た も

の を 売 る よ う に な っ た の だ 。

ち な み に わ さび は 総 身 す べ て が 辛 い の で 、わ さ

び 漬 け に は 産 地 で は 芋 と 呼 ば れ る 根 茎 だ け で な く

茎 の 部 分 も 使 わ れ る。手 順 を ざ っ く り 説 明 す る と、

茎 は 刻 ん で 塩 漬 け に し 、ア ク を吐 か せ る 。芋 は せ

ん 切 胴 こす る 。そ し て 両 方 を 酒’粕で 混 ぜ 合 わせ る。

こ の と き 茎 ､芋 以 外 に ひ げ 根 な ど を 加 え た り 、

酒 粕 に 化 学 謌 昧 料 や 保 存 料 な ど を 入 れ る 生 屋 老

や メ ーカ ーも い る が ．わ た し は 茎 、芋 、酒 粕 だ

け で 作 る ピ ュ ア な 髮 品 を 好 む 。ま た 酒 粕 の 良 否

が 昧 を 左 右 す る の で 、地 元 蔵 元 の 吟 醸 酒 粕 を 使

う 食 い し ん 坊 農 家 も あ る 。

こ ん な わ さ び 漬 け は 海 苔 や 肓 鉾 に の せ て 味 わ

う と 、わ さ び 田 の 清 ら か な 空 気 と 水 の 音 を 五 体

に 蘇 ら せ て く れ る も ち ろ ん わ さ び そ の も の も ．

す り お ろ し を ご は ん に の せ 、か つ お 節 を ふ っ て

醤 油 で 食 べ る と 、わ さ び 田 に ト リ ーyプで き る 。

（次 引 こ続 く ）

一 閃 －
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