
三
方
を
海
に
囲
ま
れ
た
紀
伊
半
島
。

そ
の
大
部
分
を
占
め
る
和
歌
山
は
、

木
の
国
で
も
あ
り
、海
の
国
で
も
あ
り
、

太
古
の
昔
か
ら
海
上
交
通
の
要
衝
で
も
あ
っ
た
。

文
明
は
海
を
行
き
来
し
、互
い
に
影
響
を
及
ぼ
し
な
が
ら
、

新
た
な
文
化
を
生
み
出
し
て
ゆ
く
。

海
を
越
え
、和
歌
山
で
育
っ
た
文
化
を
見
て
み
た
い
。

➊今も三尾地区にあるアメリカ村とい
うバス停。➋〝潮風の休憩所〟には当時
の潜水服などが展示されている。住所
／東牟婁郡串本町潮岬2865-1　➌〝エビ
とカニの水族館〟は、南弥右衛門が建設
費用を寄附した元江住中学校体育館。
住所／西牟婁郡すさみ町江住 808-1

紀州備長炭は、和歌山県の県木ウバ
メガシを原料に作られる。鋼鉄ほど
の硬度があり、叩いてみると、キー
ンとクリアな音を出すのが特徴。

国産温州みかんのベトナムへの輸出が
解禁されたことを受け、2021年 11月、
全国で初めて和歌山県特産のみかんが
輸出されることになった。ハノイ、ホー
チミンのスーパーなどで販売が開始さ
れ、市場から高い評価を得ている。

和歌山文化図鑑
海
を
越
え
た

和
歌
山
の
文
化

海
を
越
え
渡
っ
て
き
た
金
山
寺
味
噌
、

そ
し
て
和
歌
山
で
醤
油
文
化
が
生
ま
れ
た
。
　

新
天
地
を
求
め
、海
の
向
こ
う
へ
。

和
歌
山
の
移
民
文
化
。

弘
法
大
師
空
海
が
唐
か
ら
持
ち
帰
っ
た

備
長
炭
の
窯
の
秘
密
。

お
菓
子
文
化
の
発
祥
地
が
和
歌
山
？

新型コロナワクチン開発に欠かせない
mRNAの原料供給に貢献する醤油造り
紀州の初代濱口儀兵衛（はまぐちぎへえ）が創業
したヤマサ醤油。七代目当主は、稲むらに火をつ
け、津波から村人たちを救い〝A Living God〟と
称される濱口梧陵（ごりょう）である。その企業が
今、シュードウリジンの製造で世界から注目を集
めている。これは、新型コロナワクチンのmRNA
合成用素材。同社では以前から医薬品原料を製
造販売しており、ワクチン安定供給のため、製造
体制の整備を行っている。梧陵の志は、今も息づ
いている。

ベトナムに
温州みかんを初輸出
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今
か
ら
約
７
５
０
年
前
、
鎌
倉
時
代

に
和
歌
山
で
生
ま
れ
た
醤
油
。
覚か
く
し
ん
お

心
和

尚し
ょ
う（

法ほ
う
と
う
こ
く
し

燈
国
師
）と
い
う
禅
僧
が
、
中
国

で
修
行
し
な
が
ら
径き
ん
ざ
ん
じ

山
寺
で「
な
め
味

噌
」の
製
法
を
学
び
、
和
歌
山
で
そ
の

製
法
を
広
め
た
。
そ
れ
は
大
豆
等
で

作
っ
た
麹
に
塩
を
加
え
、
夏
野
菜
を
熟

成
さ
せ
た
食
べ
る
味
噌〝
金
山
寺
味
噌
〟

で
、
そ
の
時
湧
き
出
る
非
常
に
美
味
し

い
上
澄
み
液
か
ら
醤
油
は
生
ま
れ
た
と

い
わ
れ
て
い
る
。

　

湯
浅
周
辺
で
醤
油
造
り
が
盛
ん
に

な
っ
た
の
は
、
醤
油
に
と
っ
て
重
要
な

上
質
な
水
と
海
運
に
恵
ま
れ
て
い
た
か

ら
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
に

な
る
と
、
醤
油
造
り
は
徳
川
御
三
家
紀

州
藩
の
保
護
を
受
け
、
湯
浅
港
近
く
の

大
仙
堀
周
辺
に
百
軒
近
い
醸
造
所
が
立

ち
並
び
、
都
会
で
あ
る
江
戸
や
大
坂
に

た
く
さ
ん
出
荷
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
う
し
て
紀
州
の
醤
油
は
日
本
全
国
に

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
は
外

国
へ
も
輸
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

醤
油
は
、
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に

登
録
さ
れ
て
い
る
和
食
と
共
に
世
界
中

で
愛
さ
れ
る
調
味
料
と
な
っ
た
。

　
現
在
で
も
湯
浅
周
辺
に
は
、
１
年
以

上
か
け
て
仕
込
む
、
昔
な
が
ら
の
製
造

方
法
を
守
り
続
け
て
い
る
醤
油
蔵
が
あ

る
。
海
を
渡
っ
て
や
っ
て
き
た
径
山
寺

の
味
噌
と
、
海
を
渡
り
世
界
中
で
親
し

ま
れ
る
醤
油
。
紀
州
人
の
創
意
工
夫
と
、

職
人
た
ち
が
今
も
守
り
続
け
る
伝
統
に

も
、
語
り
尽
く
せ
な
い
物
語
が
あ
る
。

　
〝
移
民
県
〟で
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ

る
和
歌
山
県
。
海
に
面
し
た
地
形
に
、

チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
旺
盛
な
紀
州
人
。

ま
だ
見
ぬ
水
平
線
の
向
こ
う
に
、
夢

を
求
め
て
船
を
漕
ぎ
出
す
姿
は
、
想

像
に
難
く
な
い
。

　
〝
ア
メ
リ
カ
村
〟と
呼
ば
れ
て
い
る

の
は
、美
浜
町
三
尾
地
区
。明
治
時
代

か
ら
多
く
の
人
が
カ
ナ
ダ
に
移
住
し

成
功
を
納
め
、
帰
国
し
た
人
た
ち
が
、

洋
風
の
家
を
建
て
暮
ら
し
て
い
た
こ

と
か
ら
、そ
う
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
。
串
本
周
辺
の
人
々
が
向

か
っ
た
の
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
。
重

い
ヘ
ル
メ
ッ
ト
と
潜
水
服
を
装
着
し
、

高
級
ボ
タ
ン
な
ど
の
原
料
と
な
る
白

蝶
貝
や
真
珠
を
採
る
た
め
に
多
く
の

男
た
ち
が
渡
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、

す
さ
み
町
出
身
の
南
弥
右
衛
門（
み
な

み
や
え
も
ん
）は
、
ア
メ
リ
カ
で
大
規

模
な
農
園
を
営
み
成
功
し〝
サ
ン
タ
マ

リ
ア
の
レ
タ
ス
王
〟と
呼
ば
れ
、
在
米

邦
人
の
経
済
的
発
展
に
貢
献
し
た
。

ち
な
み
に
す
さ
み
町
は
、
昭
和
16
年

頃
か
ら
レ
タ
ス
栽
培
が
始
ま
っ
た
こ

と
か
ら
、
日
本
の
レ
タ
ス
栽
培
の
発

祥
の
地
と
さ
れ
て
い
る
。

　

上
質
な
こ
と
で
有
名
な
紀
州
備
長
炭
は
、

白
炭
の
一
種
で
あ
り
、
こ
の

製
造
方
法
を
中
国
か
ら
日

本
に
伝
え
た
の
が
、
弘
法
大
師
・

空
海
と
い
わ
れ
て
い
る
。
空
海
は

密
教
修
行
の
場
と
し
て
高
野
山
を

開
き
、
こ
こ
を
拠
点
に
、
唐
で
得
た
最
新
技
術

な
ど
も
広
め
た
。
そ
の
中
の
ひ
と
つ
に
白
炭
の

製
造
技
術
が
あ
り
、
瞬
く
間
に
紀
伊
半
島
全
域

に
そ
の
技
術
が
広
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
紀
州
備
長
炭
が
上
質
で
あ
る
秘
密
は
、
窯

の
奥
に
あ
け
ら
れ
て
い
る〝
大
師
穴
〟と
呼
ば
れ

る
排
煙
口
の
位
置
に
あ
る
ん
だ
と
か
。

　
海
南
市
下
津
町
の
橘
本（
き
つ
も
と
）神
社
に

祀
ら
れ
て
い
る
の
は
、お
菓
子
の
神
様・田
道
間

守（
た
ぢ
ま
も
り
）。
垂
仁（
す
い
に
ん
）天
皇
の

命
に
よ
り
不
老
長
寿
の
霊
菓
を
探
し
求
め
、
中

国
か
ら
持
ち
帰
っ
た
霊
菓
が
、
ミ
カ
ン
の
原
種

〝
橘
〟と
い
わ
れ
て
い
る
。田
道
間
守
の
死
後
、

そ
の〝
橘
〟は
橘
本
神
社
に
植
え
ら
れ
、
甘
く
て

美
味
し
い
そ
の〝
果・

実
〟は
、〝
お
菓・

子
〟と
し
て

食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、橘
本
神
社
は
お
菓

子
の
神
社
と
し
て
全
国
の
菓
子
業
者
か
ら
崇
敬

を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

➊

➋➌


