
熊野本宮大社へと向かう熊野古道の石畳。
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知事対談 小久保裕紀×岸本周平
記憶に残る和歌山の風景 ［箕島漁港とうたせ船］
Wakayama 移住定住ヒストリー
凄いぞ！和歌山 ［林撚糸株式会社］
プレミア和歌山 ［南紀熊野蜜］

【探訪】麻酔手術の先駆け・華岡青洲ゆかりの地

過去から未来へ　想いをつなぐ再生の道
観音浄土を目指した補陀落渡海　千数百年の信仰を継承する
聖地・高野山の森を守り、育てる
新宮に息づく文化の遺伝子
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高野山真言宗総本山金剛峯寺に展示されている高野杉。根本の周囲は９ｍもあり、樹齢は約700年以上といわれている。

神
話
の
時
代
か
ら
、

神
々
が
鎮
ま
る
特
別
な
場
所
だ
っ
た
紀
伊
半
島
。

太
平
洋
に
大
き
く
張
り
出
し
、

豊
か
な
水
が
深
淵
で
神
聖
な
森
林
を
育
ん
だ
。

起
源
や
内
容
を
異
に
す
る
聖
地
が
生
ま
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
聖
地
を
つ
な
ぐ
信
仰
の
道
が
生
ま
れ
た
。

し
か
し
そ
れ
ら
は
、
た
だ
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

歴
史
と
文
化
を
守
り
、
寄
り
添
い
な
が
ら
、

未
来
へ
と
そ
の
想
い
を
繋
い
で
き
た
人
々
が
い
た
。



　

熊
野
本
宮
大
社
の
ほ
ど
近
く
、木
々
に

囲
ま
れ
普
段
は
静
か
な
三
軒
茶
屋
跡
に
、

こ
ど
も
達
の
元
気
な
声
が
聞
こ
え
る
。我

先
に
と
土ど
の
う嚢

袋
を
手
に
持
ち
、真ま
さ
つ
ち

砂
土
を

詰
め
込
み
急
な
階
段
を
上
が
っ
て
い
く
。

こ
の
日
行
わ
れ
て
い
た
の
は
、世
界
遺
産
・

熊
野
古
道
の
道
普
請
だ
。和
歌
山
県
が
全

国
で
は
じ
め
て
参
加
型
の
保
全
活
動
と
し

て
始
め
、す
で
に
15
年
以
上
に
わ
た
り
、多

く
の
学
校
や
企
業
な
ど
の
協
力
の
も
と
続

け
ら
れ
て
い
る
。

　
「
ゆ
っ
く
り
で
い
い
よ
。自
分
で
運
べ
る

量
を
持
っ
て
ね
」と
い
う
先
生
や
和
歌
山

県
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
の
土
永
択
也
さ

ん
た
ち
の
声
を
聞
き
、互
い
に
声
を
掛
け

合
い
な
が
ら
、那
智
勝
浦
町
立
下
里
小
学

校
の
生
徒
31
人
が
盛
り
土
を
一
生
懸
命

運
ん
で
い
く
。「
今
日
の
道
普
請
は
、三
軒

茶
屋
跡
か
ら
伏
拝
王
子
に
向
け
４
０
０

m
ほ
ど
歩
い
た
と
こ
ろ
で
す
。土
の
量
は

1.5
t
と
い
つ
も
よ
り
多
く
、距
離
も
遠

か
っ
た
の
で
少
し
時
間
が
か
か
り
ま
し
た

が
、元
気
な
皆
さ
ん
の
お
か
げ
で
、3
箇
所

の
土
の
補
充
作
業
が
で
き
ま
し
た
」と
土

永
さ
ん
。道
普
請
と
は
、台
風
や
大
雨
に

よ
る
土
砂
の
流
出
や
傷
み
を
修
復
す
る
こ

と
だ
が
、単
な
る
土
木
作
業
で
は
な
い
。土

留
の
た
め
に
横
木
を
階
段
状
に
設
置
し
、

人
力
で
真
砂
土
を
運
び
込
み
、足
で
踏
み

固
め
る
。重
機
が
入
る
こ
と
も
で
き
ず
、な

に
よ
り
文
化
財
で
あ
る
た
め
に
昔
と
同
じ

方
法
で
修
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ

れ
ゆ
え
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
る
全

長
約
３
５
０
km
の
参
詣
道
の
内
、今
回
修

復
で
き
た
の
は
、ほ
ん
の
数
メ
ー
ト
ル
に

す
ぎ
な
い
。そ
し
て
ま
た
雨
が
降
れ
ば
土

砂
は
流
れ
、人
が
歩
け
ば
道
は
傷
む
。そ

れ
で
も
熊
野
古
道
が
信
仰
の
道
と
し
て
今

も
存
在
す
る
の
は
、歩
く
こ
と
が
信
仰
そ

の
も
の
と
考
え
ら
れ
た
と
同
時
に
、千
年

以
上
も
前
か
ら
人
々
が
守
り
修
復
し
て

き
た
か
ら
だ
。

　
「
土
を
運
ぶ
の
は
大
変
で
し
た
が
、頑

張
っ
た
お
か
げ
で
道
は
綺
麗
に
な
り
ま
し

た
。こ
れ
か
ら
も
機
会
が
あ
れ
ば
参
加
し

て
、熊
野
古
道
を
守
っ
て
い
き
た
い
で
す
」

と
こ
ど
も
達
。ほ
ん
の
数
メ
ー
ト
ル
だ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
が
、道
を
守
る
と
い
う
想
い

は
、過
去
か
ら
未
来
へ
と
繋
が
っ
て
い
た
。

横木は、足をかける階段ではなく、土砂
を留おくためのもの。

和歌山県世界遺産センター
住所／田辺市本宮町本宮100-1
電話／ 0735-42-1044

熊野川の川舟下りは、上皇たちも利用した川の参詣道である。
世界遺産登録直後の 2005年に開始するも、2011年の紀伊半
島大水害では大きな被害を受けた。しかし川舟下りは単なる
観光の道ではなく祈りの道。その歴史を途切れさせる訳には
いかないと、川舟下りに関わるメンバーの努力により翌年には
復活を遂げた。「雨の日も風の日もあるでしょう。でもそれら
全てが熊野の恵です」と言う、語り部の福辻京子さん。熊野を
愛する想いがつないだ奇跡の物語はこれからも続く。

➊土嚢に込める真砂土はあえて他所のものを使
用する。そうすることで地層ができ、現在の様子
を数十年後数百年後に伝えることができるという。
➋修復箇所に必要な土を分担して運ぶ。この日は
急な階段を何往復もして、１人あたり約５kgもあ
る土嚢を担いで上ったこども達。➌足で踏み固め
ることで、より強固なものになり、道が再生される。

「タコ」と呼ばれる土木道具。持ち上
げて落とし、道を固めるのに使う。

過
去
か
ら
未
来
へ

想
い
を
つ
な
ぐ
再
生
の
道

千年の時を越え、幾多の試練から甦る。
川の参詣道を継承する地元住民の力。

05   nagomi

➊

➋

➌



　

太
平
洋
の
熊
野
灘
は
そ
の
昔〝
補ふ
だ
ら
く

陀
落

の
海
〟と
呼
ば
れ
た
。観
音
菩
薩
が
降
臨
す

る
霊
場
を
補
陀
落
と
い
い
、そ
こ
で
は
観
音

菩
薩 

が
す
べ
て
の
者
の
願
い
を
聞
き
入
れ
、

救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
る
と
い
う
。

　

熊
野
三
山
を
構
成
す
る
三
社
二
寺
の
一

寺
で
熊
野
灘
に
面
す
る
補
陀
洛
山
寺
は
、

イ
ン
ド
か
ら
熊
野
に
漂
着
し
た
裸
形
上
人

に
よ
っ
て
那
智
山
と
と
も
に
開
山
さ
れ
た

と
伝
わ
る
。「
補
陀
落
と
は
、サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
で
ポ
ー
タ
ラ
カ
、観
音
浄
土
を
意
味

し
ま
す
。当
寺
で
修
行
し
た
上
人（
住
職
）

は
60
歳
に
な
る
と
、補
陀
落
渡
海
船
と
呼

ば
れ
る
小
船
に
乗
り
込
み
、熊
野
の
遥
か

南
方
の
海
上
に
あ
る
と
さ
れ
る
観
音
浄
土

を
目
指
し
ま
し
た
。こ
れ
を〝
補
陀
落
渡

海
〟と
い
い
、上
人
は
30
日
分
の
水
・
食
料
と

燈
油
を
積
み
込
ん
だ
船
内
に
乗
り
込
み
、

外
に
出
ら
れ
な
い
よ
う
に
釘
を
打
ち
込
ま

れ
、那
智
の
浜
か
ら
伴
船
に
引
か
れ
て
大

海
へ
と
船
出
し
ま
し
た
。不
安
定
な
小
舟

で
す
か
ら
ほ
ど
な
く
転
覆
し
た
は
ず
で
す

が
、中
に
は
沖
縄
ま
で
辿
り
着
い
た
上
人
も

い
て
、現
地
で
熊
野
信
仰
を
広
め
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。境
内
に
は
復
元
さ
れ
た
渡
海

船
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、小
さ
な
船
室

を
囲
む
よ
う
に
４
つ
の
鳥
居
が
建
て
ら
れ

て
い
ま
す
。こ
れ
も
熊
野
に
根
付
い
て
い
る

神
仏
習
合
の
証
だ
と
思
わ
れ
ま
す
」と
語

る
の
は
住
職
の
髙
木
智
英
さ
ん
。父
・
亮
英

さ
ん
が
住
職
を
務
め
る
那
智
山
青
岸
渡
寺

の
副
住
職
も
兼
務
し
て
い
る
。

　

か
つ
て
人
々
は
浄
土
の
世
界
で
の
蘇
り

を
求
め
熊
野
を
目
指
し
た
。そ
し
て
上
人

は
さ
ら
に
南
方
に
あ
る
観
音
浄
土
を
目
指

す
。死
を
賭
し
た
捨
身
行
が
よ
み
が
え
り

の
地
・
熊
野
で
行
わ
れ
た
の
に
も
納
得
す
る
。

「〝
命
は
最
も
大
切
な
も
の
〟と
す
る
の
が

現
代
風
の
考
え
方
。60
歳
に
な
っ
た
ら
渡
海

す
る
の
だ
と
言
わ
れ
て
も
、今
の
時
代
で
は

な
か
な
か
そ
の
覚
悟
は
で
き
な
い
で
し
ょ

う
。そ
れ
よ
り
も
生
か
さ
れ
て
い
る
命
を
人

の
た
め
に
役
立
て
、熊
野
の
魅
力
を
世
界
に

発
信
す
る
の
が
自
分
の
使
命
だ
と
考
え
て

い
ま
す
」。千
数
百
年
の
歴
史
を
有
す
る
世

界
遺
産
の
寺
の
継
承
に
は
大
き
な
責
任
が

伴
う
。髙
木
住
職
の
目
に
は
、そ
の
決
意
が

窺
え
た
。

補陀洛山寺裏山の森の中に歴代
補陀落上人の墓が並ぶ。墓の前
で合掌する髙木智英住職。

補陀洛山寺
住所／那智勝浦町大字浜ノ宮349　　
電話／0735-52-2523

熊野比丘尼と呼ばれた尼僧が、全国を回って

寄進集めや参拝者誘致をする時に使っていた

熊野参詣曼荼羅。補陀洛山寺では執事の南

善文さんが曼荼羅を使って絵解きを行う。花

山法皇の 33観音巡礼や文覚上人の滝行など

の物語のほか、先達に引率される参拝者の様

子が描かれている。

➊補陀洛山寺の隣に建つ熊野三所
大神社。熊野三所権現を祀り神仏
習合の名残を見ることができる。境
内はかつての浜の宮王子跡で、中辺
路・大辺路の分岐点であった。➋
歴代補陀落上人が船出した那智の
浜。井上靖著「補陀落渡海記」の主
人公、金光坊の渡海以降は、住職が
亡くなってから船に乗せて沖へと送
り出す「水葬」へと変わっていったと
いう。沖合には金光坊が座礁した
磯が見える。

絵図や文献などをもとに1993年に復元された補陀落渡海船。全長はわずか6
メートルほどで、四方に死出の四門を表す発心門、修行門、菩薩門、涅槃門の4
つの鳥居が立てられている。

四門が描かれている補陀落渡
海。那智参詣曼荼羅の部分拡
大図。

補陀洛山寺は、仁徳天皇の治世に開山されたと伝わる古刹。
国内で行われた補陀落渡海は約50〜60とされ、半数近くが当
寺で行われたことから〝補陀落渡海の寺〟と呼ばれる。

➊

➋

➌

観
音
浄
土
を
目
指
し
た
補
陀
落
渡
海

千
数
百
年
の
信
仰
を
継
承
す
る

熊野信仰を解く熊野参詣曼荼羅は　
当時の誘客ツールでもあった
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高野山真言宗総本山
金剛峯寺山林部
住所／高野町高野山132　
電話／ 0736-56-2016

高野山寺領森林組合
住所／高野町高野山45-17
電話／0736-56-2828

弘法大師御廟内で枯れ、昭和63年に伐採さ
れた樹齢700年以上になる高野杉。

2023年にリニューアルされた宿坊協会
中央案内所内に設けられた KOYA Green 
Workshop。プログラムの当日受付も可能。

➊壇上伽藍に建つ根本大塔。先代の大塔の心
柱は高野産の木だったと言われる。➋中門の
再建にあたり、特別に伐採された壇上伽藍の大
檜。西塔の奥に切り株が残る。

➊高野山森林内で行われる森林セラピーは
身も心も癒される体験のひとつ。夜の高野山
も楽しんでもらいたいと、WAKUDOKI Forest 
Hike!というナイトツアーも立ち上げた。➋Koya 
GreenWorkshopで購入可能なアロマオイルな
どのアイテム。オンラインショップ〝KINOWA〟
でも購入可能。

“
高
野
六
木
”
を
守
る
こ
と
は
、

高
野
山
の
歴
史
を
守
る
こ
と

新
し
い
ア
イ
デ
ア
と
手
法
で
、

１
２
０
０
年
の
森
林
を
後
世
に
繋
ぐ

聖地・高野山の森を守り、育てる

　

標
高
約
８
０
０
m
の
山
上
盆
地
に
位
置
す

る
密
教
の
聖
地
・
高
野
山
。寺
院
の
建
設
や
修

復
に
は
大
量
の
建
材
が
必
要
だ
が
、高
地
が

ゆ
え
に
木
材
の
確
保
は
難
し
く
、周
囲
の
森

の
存
在
は
重
要
で
あ
っ
た
。「
高
野
山
で
植
林

が
始
ま
っ
た
の
が
鎌
倉
時
代
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。諸
大
名
が
献
木
し
ま
し
た
が
、材
木

と
し
て
使
用
で
き
る
ま
で
育
つ
に
は
長
い
時

間
が
必
要
で
す
。森
を
守
る
と
い
う
仕
事
は
、

数
世
代
先
ま
で
そ
の
想
い
を
繋
い
で
い
く
こ

と
と
も
い
え
ま
す
」と
語
る
の
は
、金
剛
峯
寺

山
林
部
課
長
の
中
尾
修
也
さ
ん
。

　
「
１
８
１
３
年
に
ス
ギ
、ヒ
ノ
キ
、コ
ウ
ヤ
マ

キ
、ア
カ
マ
ツ
、モ
ミ
、ツ
ガ
の
６
種
類
の
木
が

〝
高
野
六
木
〟と
し
て
、寺
院
や
伽
藍
の
修
繕

に
使
用
す
る
以
外
の
伐
採
が
禁
止
さ
れ
ま
し

た
。し
か
し
明
治
初
期
の
政
府
か
ら
発
出
さ

れ
た
上
地
令
に
よ
り
、森
林
の
大
部
分
が
国

有
化
さ
れ
、多
く
の
大
木
が
伐
採
さ
れ
ま
し

た
。そ
の
後
よ
う
や
く
一
部
が
高
野
山
に
返

却
さ
れ
禁
伐
林
と
し
て
樹
々
は
守
り
育
て
ら

れ
、今
は
保
護
し
て
い
く
森
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
先
も
高
野
山
の
歴
史
を
守
る
た
め
に

も
、高
野
の
森
は
守
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。そ
の
た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
の
が〝
献
木
〟

制
度
で
す
。支
援
者
は
全
国
に
一
万
人
以
上

も
い
ま
す
。お
大
師
様
へ
の
信
仰
と
同
様
に
、

森
を
保
護
す
る
こ
と
に
終
わ
り
は
あ
り
ま
せ

ん
」と
続
け
た
。

　

土
木
建
築
の
知
識
に
も
長
け
て
い
た
と
言

わ
れ
る
空
海
の
指
導
に
よ
り
、開
山
当
初
か

ら
の
山
林
の
開
墾
や
寺
院
の
建
築
、森
林
の

整
備
育
成
は
、僧
侶
た
ち
が
自
ら
行
っ
て
き

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。「
我
々
、金
剛
峯
寺
山

林
部
は
そ
の
意
思
を
引
き
継
ぎ
、今
も〝
お

山
〟を
守
っ
て
い
る
と
い
う
意
識
を
持
ち
、仕

事
を
し
て
い
ま
す
」。先
人
た
ち
の
高
野
山
に

対
す
る
想
い
は
確
実
に
受
け
継
が
れ
て
い
た
。

　

高
野
山
の
森
林
価
値
を
未
来
へ
と
伝
え
る

も
う
一
つ
の
組
織
が
、高
野
山
寺
領
森
林
組

合
だ
。金
剛
峯
寺
山
林
部
か
ら
の
依
頼
で
、間

伐
や
枝
打
ち
な
ど
現
場
で
の
森
林
整
備
作
業

を
請
け
負
う
。ま
た
森
林
や〝
高
野
六
木
〟を

テ
ー
マ
に
し
た
、ナ
チ
ュ
ラ
ル
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

の
開
催
や
商
品
開
発
・
販
売
の
拠
点
と
し
て

２
０
２
３
年
にKO

YA GreenW
orkshop

を

開
設
し
た
。県
内
外
の
学
校
や
観
光
客
を
対
象

に
、ア
ロ
マ
ス
プ
レ
ー
作
り
や
苔
テ
ラ
リ
ウ
ム

な
ど
の
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
す
る
。も
ち

ろ
ん
森
林
組
合
で
あ
る
た
め
、高
野
山
内
の
寺

院
建
築
や
改
修
だ
け
で
な
く
、寺
領
内
の
木
を

切
り
、建
材
と
し
て
周
囲
の
製
材
所
に
販
売
も

行
っ
て
い
る
。

　
「
高
野
山
で
生
ま
れ
育
ち
ま
し
た
が
、小
さ

い
頃
の
高
野
山
の
森
は
、も
っ
と
明
る
か
っ
た

よ
う
に
思
い
ま
す
。し
か
し
木
々
が
大
き
く
育

ち
森
は
暗
く
な
り
植
生
が
変
わ
り
、生
物
も
変

わ
り
ま
し
た
」と
語
る
の
は
、高
野
山
寺
領
森

林
組
合
理
事
の
西
田
安
則
さ
ん
。森
を
守
る
た

め
の
、新
し
い
ア
イ
デ
ア
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に

も
積
極
的
だ
。「
高
野
山
森
林
セ
ラ
ピ
ー
は
、高

野
山
の
豊
か
な
自
然
環
境
と
歴
史
を
楽
し
め

る
と
人
気
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
、昨
年
の
参
加
者

は
約
６
０
０
人
。そ
の
内
リ
ピ
ー
タ
ー
が
7
割

程
度
で
し
た
。今
後
は
外
国
人
向
け
の
体
験
に

も
力
を
入
れ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。他
に

も
高
野
六
木
を
原
料
と
し
た
ア
ロ
マ
オ
イ
ル
な

ど
商
品
の
開
発
販
売
に
も
力
を
注
い
で
い
ま

す
。山
の
仕
事
は
過
酷
で
す
が
、最
近
で
は
価

値
観
の
変
化
か
ら
か
若
者
の
転
職
組
も
少
し

だ
け
増
え
て
き
ま
し
た
。今
後
は
、森
の
多
様

性
を
回
復
さ
せ
る
た
め
に
高
野
六
木
を
中
心

に
し
た
森
を
作
り
、拡
大
し
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
」。数
十
年
先
の
た
め
に
今
、作
業
を
行
う

と
い
う
林
業
に
こ
そ
、高
野
山
の
未
来
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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熊
野
の
神
々
は
ま
ず
初
め
に
神
倉
山
の
ゴ

ト
ビ
キ
岩
に
降
臨
し
、そ
の
後
現
在
の
社
地
に

真
新
し
い
宮
が
造
営
さ
れ
た
こ
と
か
ら
そ
の

名
が
つ
い
た「
新
宮
」。近
現
代
に
な
る
と
作
家

や
建
築
家
な
ど
多
く
の
先
進
的
な
文
化
人
を

輩
出
し
て
き
た
。そ
の
背
景
に
は
、熊
野
古
道

を
通
じ
て
都
文
化
の
洗
礼
も
受
け
つ
つ
、海
運

が
主
流
で
あ
っ
た
時
代
に
要
衝
地
で
あ
っ
た
こ

と
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。

　

熊
野
学
研
究
委
員
会
の
中
瀬
古
友
夫
さ
ん

は
、「
新
宮
は
木
材
や
薪
炭
の
流
通
に
よ
り
発

展
。山
で
伐
採
し
た
木
材
を
熊
野
川
に
流
し
て

河
口
に
集
め
、江
戸
へ
と
大
量
に
送
り
出
し
て

い
ま
し
た
。船
は
黒
潮
に
乗
り
江
戸
ま
で
２
日

で
到
着
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
」と
話
す
。

京
都
や
大
阪
と
比
べ
て
も
は
る
か
に
近
く
、新

宮
に
さ
ま
ざ
ま
な
物
資
や
情
報
が
も
た
ら
さ

れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、江
戸
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
伊
勢
参

り
が
流
行
し
た
際
も
、新
宮
は
東
北
や
関
東
の

人
に
と
っ
て
観
光
地
の
一
つ
だ
っ
た
。当
時
の
道

中
記
に
よ
る
と
、新
宮
は〝
小
都
会
〟と
記
さ
れ

て
お
り
、賑
わ
っ
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。

　
「
大
逆
事
件
で
は
、明
治
天
皇
暗
殺
計
画
の

容
疑
で
無
関
係
な
大
石
誠
之
助
ら
も
処
刑
さ

れ
ま
し
た
。新
し
い
思
想
や
文
化
を
受
け
入
れ

て
き
た
か
ら
こ
そ
、新
宮
は
政
府
に
危
険
視
さ

れ
た
の
で
し
ょ
う
。」と
中
瀬
古
さ
ん
は
言
う
。

木
材
産
業
の
発
展
が
も
た
ら
し
た
豊
か
さ
と

盛
ん
な
情
報
交
流
に
よ
り
、洗
練
さ
れ
た
文
化

が
育
ま
れ
た
新
宮
。今
も
各
所
に
当
時
の
繁
栄

を
思
わ
せ
る
先
人
た
ち
の
足
跡
が
残
り
、今
も

語
り
継
が
れ
て
い
る
。

狭い所を好む佐藤春夫のために作られ
た、2畳ほどの書斎「八角塔」。

中上健次の名前入り原稿用紙

【佐藤春夫記念館】
太宰治や井伏鱒二が師と仰いだ文豪・佐藤春夫の記念館。
応接間や書斎が再現されている他、貴重な資料が展示され
ている。建物は西村伊作の弟・大石七分による設計で、佐藤
春夫の東京の邸宅が移築されたもの。2024年4月以降は、市
内への移転工事のため公開を一時中止。
住所／新宮市新宮1（熊野速玉大社境内）　電話／0735-21-1755

【旧チャップマン邸】
アメリカ人の宣教師チャップマンとその家族のために西
村伊作が設計した住宅。昭和には旅館として活用され、中
上健次も執筆活動を行った。個人管理が難しくなる中、市
民の要望を受け現在は市が管理し、ワーケーション施設と
しても利用可能。
住所／新宮市丹鶴1-3-2　
電話／0735-23-2311

【中上健次コーナー】
新宮市文化複合施設「丹鶴ホール」４階にある市立図書館
内に設けられた中上健次コーナー。「岬」「枯木灘」をはじめ
とした重厚な作品を多数生み出した芥川賞作家・中上健次
の業績を、作品や写真、再現された書斎や私物などの貴重
な資料とともに紹介している。
住所／新宮市下本町2-2-1 新宮市文化複合施設「丹鶴ホール」4階  
電話／ 0735-22-2284

【大逆事件犠牲者顕彰碑】
“ドクトル大石 ”として親しま
れ、人権思想や平和思想の
礎を築いた医師・大石誠之
助。明治末期の大逆事件で
無実の罪を着せられ処刑さ
れた。顕彰碑には大石ら犠
牲者の名前が記されている。
住所／新宮市春日4-20

【東くめ歌碑】
滝廉太郎と共に、日本で初めて口語体
による童謡を作った作詞家・東くめ。
新宮駅前にある歌碑に代表作の一つ

「鳩ぽっぽ」の詞が書かれている。
住所／新宮市徐福2-1-1　　

【旧西村家住宅（西村伊作記念館）】
大正 3年に建てられた、文化学院の創立者であり独学の建築家・
西村伊作の旧邸宅。南側に配置された居間や地下のボイラー
室、リクライニングチェアなど、当時では珍しい先進的な洋風住宅
だった。与謝野晶子ら文化人が集まるサロンでもあったという。
住所／新宮市丹鶴1-2-14　
電話／0735-22-6570

➊熊野川沿岸にある新宮城跡に立つ中
瀬古友夫さん。「水ノ手には炭納屋の跡
が発掘されています。備長炭を江戸へ
送る拠点として機能していたようです」。
➋太平洋沿岸の航路などを描いた古地
図。新宮が当時の要衝であったことを示
している。➌中瀬古さんが所有する、江
戸〜明治期に記された、伊勢・熊野への

「道中記」や「西国道中巡礼絵図」。旧チャップマン邸

東くめ歌碑
大逆事件犠牲者顕彰碑

新宮市立図書館

佐藤春夫記念館

旧西村家住宅
（西村伊作記念館）

神倉神社

熊野速玉大社

熊野川

三重県

川の熊野古道権現河原

新宮城跡

新宮市役所 J
R
紀
勢
線

新宮駅

42

168

（肖像写真は、新宮市立
佐藤春夫記念館提供）

熊野古道と海を通じて、
日本各地と繋がるまち

新宮に息づく文化の遺伝子

11   nagomi  nagomi   10

➊

➋

➌



岸
本
知
事（
以
下
岸
本
）●
福
岡
ソ
フ
ト
バ
ン

ク
ホ
ー
ク
ス
の
監
督
就
任
、お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
小
久
保
さ
ん
は
和
歌
山
市
出
身
で
、

プ
ロ
野
球
選
手
と
し
て
大
活
躍
さ
れ
ま
し
た
。

一
方
、和
歌
山
の
少
年
野
球
の
た
め
に〝
小
久

保
杯
〟と
い
う
大
会
を
開
催
さ
れ
て
お
り
、今

年
で
20
年
目
に
な
り
ま
す
ね
。
こ
ど
も
達
が

目
を
輝
か
せ
な
が
ら
小
久
保
さ
ん
か
ら
ノ
ッ

ク
を
受
け
て
い
る
様
子
を
見
て
い
る
と
、こ
ど

も
達
が
誇
り
に
思
え
る
地
元
出
身
の
方
が
い

る
の
は
い
い
こ
と
だ
な
と
い
つ
も
思
い
ま
す
。

小
久
保
裕
紀（
以
下
小
久
保
）●
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
小
学
校
1
年
生
か
ら
野
球
を

始
め
、硬
式
に
移
り
、プ
ロ
に
入
っ
た
わ
け
で

す
が
、何
か
恩
返
し
を
し
た
い
と
思
い〝
小
久

保
杯
〟を
始
め
ま
し
た
。
こ
ど
も
達
の
た
め
に

始
め
た
大
会
で
す
が
、ず
っ
と
や
っ
て
い
る
か

ら
僕
の
現
役
時
代
を
知
ら
な
く
て
も
、こ
ど
も

達
の
中
に
僕
の
名
前
が
残
っ
て
い
る
よ
う
で
、

嬉
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。

岸
本
●
ホ
ー
ク
ス
の
2
軍
監
督
を
2
年
さ
れ
、

今
シ
ー
ズ
ン
か
ら
は
1
軍
の
采
配
を
振
る
う

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
チ
ー
ム
を
育
て
戦
っ

て
い
く
う
え
で
一
番
大
事
に
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

小
久
保
●
チ
ー
ム
プ
レ
ー
が
成
り
立
つ
た
め

に
は
、チ
ー
ム
と
し
て
守
る
べ
き
ル
ー
ル
を
設

定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
選
手
は
そ
れ
ぞ

れ
育
っ
た
環
境
も
価
値
観
も
バ
ラ
バ
ラ
で
、教

わ
っ
て
き
た
野
球
も
異
な
り
ま
す
。
だ
か
ら

ホ
ー
ク
ス
の
野
球
は
こ
う
い
う
野
球
な
の
だ
と

い
う
ル
ー
ル
づ
く
り
を
最
初
に
し
ま
し
た
。
例

え
ば
、寮
に
は
選
手
1
0
0
名
以
上
が
生
活
し

て
い
ま
す
が
、自
分
1
人
ぐ
ら
い
だ
っ
た
ら
良

い
だ
ろ
う
と
ス
リ
ッ
パ
を
脱
ぎ
っ
放
し
に
す
る

と
、ス
リ
ッ
パ
2
0
0
個
が
並
び
ま
す
。
そ
し

て
清
掃
の
方
が
、一
旦
そ
れ
を
片
付
け
て
掃
除

し
、ま
た
元
へ
戻
す
。目
の
前
に
下
駄
箱
が
あ
る

の
に
迷
惑
な
こ
と
で
す
。
2
軍
監
督
に
な
っ
た

と
き
に
最
初
に
作
っ
た
ル
ー
ル
が〝
ス
リ
ッ
パ

は
下
駄
箱
に
し
ま
い
な
さ
い
〟で
す
よ（
笑
）。

岸
本
●
小
久
保
さ
ん
の
指
示
は
と
て
も
具
体

的
だ
と
聞
き
ま
し
た
。

小
久
保
●
例
え
ば〝
甲
子
園
に
行
か
れ
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
か
？
〟
と
聞
く
と
し
ま
す
。
高

校
球
児
と
し
て
行
っ
た
の
か
、阪
神
巨
人
戦

を
見
に
行
っ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
で
す
よ

ね
。〝
高
校
球
児
と
し
て
甲
子
園
に
出
場
さ
れ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？
〟と
質
問
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
相
手
が
選
手
で
あ
れ

ば〝
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ
を
き
っ
ち
り
し
な

さ
い
〟と
い
っ
た
指
示
で
は
ダ
メ
な
ん
で
す
。

1
0
0
人
い
た
ら
1
0
0
人
な
り
の
き
っ
ち

り
が
あ
る
の
で
、〝
置
か
れ
た
マ
ー
カ
ー
ま
で

必
ず
走
る
〟
と
か〝
フ
ラ
イ
ン
グ
し
な
い
〟
と

い
っ
た
具
体
的
な
指
示
が
必
要
で
す
。
チ
ー

ム
と
し
て
の
ル
ー
ル
を
決
め
て
お
か
な
い
と

こ
れ
は
ま
と
ま
り
ま
せ
ん
。

岸
本
●
私
も
そ
れ
は
反
省
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
ど
う
し
て
も
指
示
が
曖
昧
に
な
る

ん
で
す
よ
ね
。
自
分
は
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
、

相
手
も
わ
か
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
。
わ
か
っ

て
い
る
わ
け
な
い
ん
で
す
よ
。

チ
ャ
レ
ン
ジ
し
な
い
こ
と
が

一
番
成
長
を
妨
げ
る

岸
本
●
も
う
一
つ
共
感
し
た
の
が〝
ト
ラ
イ
ア

ル
・
ア
ン
ド
・
エ
ラ
ー
〟と
い
う
言
葉
で
す
。
実

は
私
も
知
事
に
就
任
し
た
直
後
、職
員
の
皆
さ

ん
に〝
失
敗
し
て
も
い
い
か
ら
ま
ず
挑
戦
し
よ

う
〟
と
い
う
意
味
で
同
じ
言
葉
を
使
い
ま
し

た
。
小
久
保
さ
ん
の
場
合
は
ど
う
い
う
趣
旨

で
し
ょ
う
か
。

小
久
保
●〝
ま
ず
や
っ
て
み
る
。
そ
し
て
上
手

く
い
か
な
か
っ
た
ら
、そ
の
原
因
を
考
え
て
、

ま
た
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
れ
ば
い
い
〟と
い
う
こ
と

で
す
。
失
敗
し
た
ら
恥
ず
か
し
い
と
か
、怒

ら
れ
る
と
か
、そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

も
ち
ろ
ん
ボ
ー
ン
ヘ
ッ
ド
や
全
力
を
出
さ
な

か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
は
叱
り
ま
す
。
し
か
し

打
て
な
か
っ
た
こ
と
や
打
た
れ
た
こ
と
で
は

怒
り
ま
せ
ん
。
選
手
に
は〝
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
な

い
こ
と
が
一
番
成
長
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る

の
で
、心
配
せ
ず
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
な
さ
い
〟

と
話
し
て
い
ま
す
。

岸
本
●
国
会
議
員
に
な
る
前
に
ト
ヨ
タ
自
動

車
で
２
年
間
働
い
て
い
ま
し
た
が
、ト
ヨ
タ
と

い
え
ば〝
カ
イ
ゼ
ン
〟
で
す
。
工
場
で
働
く
皆

が
ど
ん
ど
ん
提
案
す
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
を

現
場
で
実
践
し
て
い
く
の
で
す
が
、思
い
つ
き

で
す
か
ら
ほ
と
ん
ど
が
上
手
く
い
き
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
1
0
0
に
１
つ
が
当
た
る
だ
け
で

も
の
す
ご
く
改
善
す
る
の
で
す
。
そ
れ
が
積

プロ野球という厳しい勝負の世界の一線で戦い続ける。
そこには人を育てる理論と不屈の精神、そして心揺さぶる言葉があった。

節目節目に得られた
珠玉の言葉に触れる

知事対談
福岡ソフトバンクホークス監督 和歌山県知事
小久保裕紀　岸本周平
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み
重
な
る
と
大
き
な
成
果
が
得
ら
れ
ま
す
。
そ

し
て
小
久
保
さ
ん
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、上
手

く
い
か
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
叱
ら
な
い

ん
で
す
よ
。〝
残
念
、ナ
イ
ス
ト
ラ
イ
〟っ
て
。

誤
っ
た
や
り
方
で〝
カ
イ
ゼ
ン
〟を
導
入
し
た
会

社
で
は
上
司
が
怒
る
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と

提
案
し
な
く
な
り
ま
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
の

を
学
ん
で
、県
庁
で
も
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。

最
後
は
歯
を
食
い
し
ば
っ
て

踏
ん
張
る
反
復
練
習

岸
本
●
言
わ
な
く
て
も
で
き
る
人
っ
て
い
る

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
一
方
、言
っ
て
も
な
か
な

か
届
か
な
い
人
達
も
い
る
の
で
す
が
、必
要
な

の
は
や
っ
ぱ
り
総
合
的
な
戦
力
で
す
か
ら
、一

人
ひ
と
り
に
輝
い
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
そ
の
辺
は
ど
の
よ
う
に
指
導
さ
れ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。

小
久
保
●
実
力
の
あ
る
選
手
は
自
分
で
考
え
て

勝
手
に
や
れ
る
の
で
邪
魔
を
し
な
い
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。で
も
実
力
の
足
り
な
い
選
手
に
は
、

あ
る
程
度
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で

す
。
今
の
選
手
達
に
は
数
字
で
示
す
の
が
一
番

で
、昔
の
よ
う
に
経
験
や
感
覚
で
指
導
す
る
の

は
タ
ブ
ー
に
な
っ
て
い
ま
す
。
感
覚
っ
て
人
に

教
え
ら
れ
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
現
在
で
は
打
球

の
角
度
や
速
度
、バ
ッ
ト
の
軌
道
、ス
イ
ン
グ
ス

ピ
ー
ド
な
ど
全
て
を
数
値
と
し
て
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
だ
か
ら
測
定
結
果
を
見
せ
て〝
こ

の
数
字
を
上
げ
る
た
め
に
は
こ
の
練
習
が
必
要

だ
〟と
い
っ
た
指
導
を
し
ま
す
。〝
バ
ッ
ト
を
振

り
な
さ
い
。
ダ
ッ
シ
ュ
し
な
さ
い
〟で
は
選
手

は
動
か
な
い
時
代
に
な
り
ま
し
た
。

岸
本
●
小
学
生
の
頃
か
ら
柔
道
を
や
っ
て
い
た

の
で
す
が
、練
習
中
は
水
を
飲
む
な
と
か
昭
和

の
根
性
論
で
や
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
今
の

若
い
人
に
は
そ
の
よ
う
な
科
学
的
で
合
理
的
な

方
法
を
取
っ
た
ほ
う
が
や
る
気
を
出
し
て
も
ら

え
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

小
久
保
●
た
だ
、最
後
は
歯
を
食
い
し
ば
っ
て

踏
ん
張
る
こ
と
が
で
き
な
い
選
手
は
伸
び
ま
せ

ん
。緊
張
し
た
試
合
の
緊
迫
し
た
場
面
で
打
席

や
マ
ウ
ン
ド
に
立
っ
た
時
に
、自
分
が
持
っ
て
い

る
悪
い
癖
を
消
す
の
に
は〝
反
復
練
習
〟し
か
な

い
ん
で
す
よ
。反
復
練
習
を
抜
き
に
し
て〝
型
〟は

手
に
入
り
ま
せ
ん
し
、反
復
練
習
を
嫌
う
選
手
は

ト
ッ
プ
に
は
上
が
っ
て
こ
れ
ま
せ
ん
。

岸
本
●
や
は
り
最
後
は
頑
張
っ
て
練
習
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
っ
て
こ
と
で
す
ね
。

小
久
保
●
そ
う
で
す
。
投
手
が
ボ
ー
ル
を
投
げ

て
打
者
が
打
つ
ま
で
0.4
秒
ぐ
ら
い
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
が
、ス
イ
ン
グ
に
0.2
秒
か
か
る
の
で
、0.2

秒
し
か
判
断
す
る
時
間
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間

は
見
て
認
識
す
る
ま
で
0.5
秒
か
か
る
っ
て
言

わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、見
て
か
ら
打
つ
の
は
不

可
能
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
あ
る
程
度
予
測
し
て

バ
ッ
ト
を
振
る
の
で
す
が
、そ
の
た
め
に
は
反

射
を
鍛
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、反
復
練
習
が
必

要
な
ん
で
す
。
目
標
ま
で
の
最
短
距
離
は
わ

か
っ
て
い
て
も
練
習
の
回
数
を
こ
な
さ
な
い
と

一
流
に
は
な
れ
ま
せ
ん
。

岸
本
●
体
験
と
経
験
が
違
う
っ
て
い
う
の
は
そ

う
い
う
こ
と
で
す
ね
。

小
久
保
●〝
体
験
〟っ
て
思
い
出
で
終
わ
る
じ
ゃ

な
い
で
す
か
。一
方
、〝
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
良

か
っ
た
〟〝
こ
こ
を
改
善
し
ま
し
ょ
う
〟と
い
っ
た

第
三
者
に
よ
る
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
入
る
の
が

〝
経
験
〟で
す
。
独
り
よ
が
り
の〝
や
り
ま
し
た
〟

と
い
う
の
は
、本
を
読
ん
だ
だ
け
で
行
動
し
な

か
っ
た
り
、
Y
o
u
T
u
b
e
で
理
論
だ
け
頭

に
入
れ
て
反
復
練
習
を
し
な
い
の
と
一
緒
で
す
。

成
長
す
る
た
め
に
は〝
経
験
〟が
必
要
で
す
よ
。

人
生
で
起
こ
る
こ
と
は
　

必
然
で
必
要
な
ん
だ

岸
本
●
小
久
保
さ
ん
は
2
0
0
0
本
安
打
に
ベ

ス
ト
ナ
イ
ン
、ゴ
ー
ル
デ
ン
グ
ラ
ブ
賞
な
ど
輝

か
し
い
経
歴
を
お
持
ち
で
す
が
、む
し
ろ
守
備

位
置
か
ら
全
力
疾
走
で
ベ
ン
チ
に
帰
る
姿
や

ガ
ッ
ツ
の
あ
る
プ
レ
ー
が
印
象
に
残
っ
て
い
ま

す
。
怪
我
や
故
障
も
多
く
て
苦
労
さ
れ
ま
し
た

が
、何
度
も
這
い
上
が
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

小
久
保
●
最
初
の
頃
は
、調
子
の
い
い
時
に

限
っ
て
怪
我
を
し
て
い
た
の
で〝
ど
う
し
て
自

分
だ
け
こ
ん
な
目
に
遭
わ
な
い
と
い
け
な
い
ん

だ
〟と
思
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し

リ
ハ
ビ
リ
中
に
学
ん
だ
こ
と
は
す
ご
く
生
き
て

い
ま
す
し
、離
脱
の
回
数
が
多
け
れ
ば
復
帰
の

回
数
も
多
い
の
で
、復
帰
を
拍
手
で
迎
え
て
く

れ
た
フ
ァ
ン
や
リ
ハ
ビ
リ
を
支
え
て
く
れ
た
ス

タ
ッ
フ
、ド
ク
タ
ー
の
こ
と
は
今
も
よ
く
思
い

出
し
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
経
験
を
し
て〝
人
生

で
自
分
に
降
り
か
か
る
こ
と
は
必
然
で
必
要
な

ん
だ
〟と
思
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

岸
本
●
８
回
骨
折
し
て
８
回
手
術
さ
れ
た
と
聞

き
ま
し
た
。

小
久
保
●
練
習
の
し
過
ぎ
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。

靭
帯
が
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
切
れ
て
し
ま
っ

て
。
右
バ
ッ
タ
ー
っ
て
首
を
左
に
向
け
て
打
つ

の
で
、首
の
骨
が
成
長
し
て
神
経
を
圧
迫
す
る
ん

で
す
。
大
き
な
手
術
だ
っ
た
の
で
、麻
酔
か
ら
覚

め
て
体
が
動
い
た
と
き
は
ほ
っ
と
し
ま
し
た
。

行
を
終
え
た
ら
行
を
捨
て
よ

岸
本
●
そ
ん
な
経
験
を
す
る
と
精
神
的
に
も
タ

フ
に
な
る
で
し
ょ
う
し
、宗
教
的
な
悟
り
に
も

似
て
い
ま
す
ね
。

小
久
保
●
そ
う
思
わ
な
い
限
り
、前
に
は
進
め

な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
千
日
回
峰
行
と
い
う

過
酷
な
修
行
を
さ
れ
た
大
阿
闍
梨
の
塩
沼
亮
潤

さ
ん
と
ご
縁
が
あ
り
親
し
く
さ
せ
て
も
ら
っ
て

い
ま
す
が
、引
退
し
た
時
に〝
行
を
終
え
た
ら
行

を
捨
て
よ
〟と
い
う
言
葉
を
も
ら
い
ま
し
た
。〝
修

行
か
ら
感
じ
た
こ
と
が
一
番
大
事
で
、成
し
遂
げ

た
こ
と
自
体
が
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
〟と

い
う
意
味
で
す
。
2
0
0
0
本
打
っ
て
名
球
会

に
入
っ
た
か
ら
偉
い
の
で
は
な
い
、実
績
を
振
り

か
ざ
し
な
が
ら
こ
の
先
の
人
生
を
歩
ん
だ
ら
間

違
い
ま
す
よ
っ
て
。
有
頂
天
だ
っ
た
気
持
ち
を

ポ
ン
と
折
っ
て
も
ら
え
た
よ
う
で
し
た
。

岸
本
●
人
生
に
無
駄
な
こ
と
っ
て
な
い
で
す
よ

ね
。
私
も
高
校
生
の
時
、数
学
の
先
生
に〝
良
い

こ
と
が
あ
れ
ば
必
ず
悪
い
こ
と
が
あ
る
。
だ
け

ど
悪
い
こ
と
が
あ
れ
ば
必
ず
良
い
こ
と
が
あ
る
。

だ
か
ら
悪
い
時
に
は
く
よ
く
よ
し
な
く
て
い
い

し
、逆
に
良
い
時
は
調
子
に
乗
っ
て
は
ダ
メ
だ
〟

と
言
わ
れ
た
こ
と
が
心
に
残
っ
て
い
ま
す
。

小
久
保
●
小
学
１
年
生
だ
っ
た
時
の
監
督
に
い

た
だ
い
た
手
紙
が
最
近
出
て
き
て〝
晴
れ
の
日

ば
か
り
は
続
か
な
い
。
雨
の
日
も
あ
る
。
で
も

雨
の
日
ば
か
り
も
続
か
な
い
、そ
の
後
に
ま
た

晴
れ
る
。
人
生
と
は
そ
う
い
う
も
の
な
ん
だ
〟

と
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
母
が
ず
っ
と
取
っ
て

く
れ
て
い
た
の
で
す
が
、今
振
り
返
る
と
、人
生

の
真
理
み
た
い
な
も
の
を
そ
の
時
に
伝
え
て
く

れ
て
い
た
ん
だ
な
あ
と
思
え
ま
す
。

岸
本
●
た
く
さ
ん
の
本
も
読
み
、多
く
の
方
の
お

話
を
聞
か
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、や
は
り
イ
ン

プ
ッ
ト
を
大
切
に
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

小
久
保
●
は
い
。
そ
こ
は
意
識
し
て
い
ま
す
。

同
時
に
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
も
大
事
に
し
て
い
て
、学

ん
だ
こ
と
は
す
ぐ
に
や
る
し
、人
に
伝
え
る
よ
う

に
し
て
い
ま
す
。
人
に
上
手
く
伝
え
る
こ
と
が
で

き
て
初
め
て
自
分
の
言
葉
と
し
て
理
解
で
き
ま

す
。
立
場
が
下
の
人
に
教
え
た
ら
そ
の
人
が
す
ぐ

に
伸
び
る
か
ら
も
っ
た
い
な
い
っ
て
言
う
人
は
、

す
ぐ
に
抜
か
れ
て
し
ま
う
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。

教
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、自
分
が
も
う
一
段
上
が

れ
ま
す
し
、新
し
い
こ
と
を
学
ぶ
ス
ペ
ー
ス
も

で
き
ま
す
。
難
し
い
で
す
け
ど〝
欲
し
け
り
ゃ
捨

て
ろ
〟と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
実
は
人
と
し

て
の
器
と
い
う
の
は
決
ま
っ
て
い
て
、そ
の
器
に

い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
水
を
捨
て
る
勇
気
が
あ
る
か

ど
う
か
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
高
校
の
大
先

輩
で
あ
る
松
井
優
典
さ
ん
に
は〝
ス
ポ
ン
ジ
に
な

れ
〟と
言
わ
れ
ま
し
た
。
次
に
進
む
に
は
カ
ラ
カ

ラ
の
ス
ポ
ン
ジ
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
水

が
ヒ
タ
ヒ
タ
な
ら
何
も
染
み
込
ま
な
い
と
い
う
意

味
で
し
た
。
節
目
節
目
に
素
晴
ら
し
い
言
葉
を
い

た
だ
け
て
、と
て
も
感
謝
し
て
い
ま
す
。

岸
本
●
本
日
は
す
ご
く
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

対談の動画を“YouTube和歌山県公式チャンネル”で配信中
https://www.youtube.com/@PrefWakayama

小久保裕紀
福岡ソフトバンクホークス 監督　
和歌山市生まれ。和歌山県立星林
高等学校から青山学院大学へ進
学し、1992年バルセロナオリン
ピック銅メダル、1993年主将とし
て青山学院史上初の大学野球日
本一に貢献。プロ現役時代、福岡
ダイエーホークス・福岡ソフトバ
ンクホークス、読売ジャイアンツに
所属。2013～ 2017年侍ジャパン
監督。2022年シーズンからは福岡
ソフトバンクホークス2軍監督を務
め、2024年シーズンより一軍監督。

知事対談
福岡ソフトバンクホークス監督 和歌山県知事
小久保裕紀　岸本周平
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箕
島
漁
港
と

う
た
せ
船

有田みかんで有名な有田市は、
タチウオの漁獲量日本一を誇る
漁業の街でもある。タチウオは
地元では「たっちょ」と呼ばれ、
6月から10月に旬を迎える。真
夜中の午前3時に箕島漁港を出
港し、午後3時頃に帰港する。
黄色にペイントされた小型の底
引き網漁船は〝うたせ船〟と呼ば
れ、青い海と青い空を背景に佇
むその姿は、箕島漁港の象徴的
な風景である。

記憶に残る和歌山の風景



山々に囲まれ、町の中心に清流・日高川が流れる日高川町。椿山ダム
に架かる吊り橋を渡ると、やまびこを楽しめるポイントが点在。川遊びを
楽しむ家族連れ、鮎やアマゴ目当ての釣り客も多い。川沿いの景色を
眺めながらサイクリングやトレッキング、キャンプなど様々なアウトドアも楽
しめる。

➊軽トラを走らせ２分ほどで炭焼き小屋に到着。紀州備長炭の生産量日本一を誇る日高川町には約４０人の職人がいて、町には炭焼きの香りが広がっている。
➋３匹の愛猫も家族の一員。長女猫の冬ちゃんに語りかける周子さん。➌縁側から見える山を指差し仲睦まじく話すふたり。➍仕事の合間にちょっと一息。「お
休みも自分次第。仕事の段取りもマイペースにできるのがいいですね」と弘貴さん。➎陽だまりの中、縁側でウトウトと眠たくなるのは人だけじゃない。

➊原木のウバメガシを山で伐採。太いものは割って細く、曲がった木は、のこぎりやナタで切れ目を入れた
り、楔を打ち込んだりして真っ直ぐにする。➋細い木は数本ずつ束ねて窯の中に。立てて入れるのが紀州
備長炭の焼き方の特徴。➌火を絶やさないよう注意深く見守る。窯出し前日は夜通しつきっきりで作業。

「火を起こすだけでなく、空気や水をきれいにしてくれる紀州備長炭は先人の知恵の塊です」と弘貴さん。
➍窯から出した炭に灰をかけて消火。固く締まりのよい備長炭は、叩くと鋭い金属音がする。

「炭焼きを通してたくましく生きる力を手に入れた」と笑顔が眩しい伊藤夫妻。

自分らしさを求めたどり着いた紀州備長炭の地

紀州備長炭ができるまで

緑
の
山
々
と
豊
か
な
清
流

ア
ウ
ト
ド
ア
体
験
の
宝
庫

自
然
溢
れ
る
日
高
川
町

紀州備長炭 伊藤商店● 伊藤弘貴さん 周子さん

　

最
高
品
質
の
木
炭
と
し
て
知
ら
れ
る
紀
州

備
長
炭
の
炭
焼
き
職
人
と
し
て
生
計
を
立
て
て

い
る
伊
藤
弘
貴
さ
ん
と
周
子
さ
ん
。周
子
さ
ん

は
東
京
で
東
日
本
大
震
災
を
経
験
し
、そ
れ
を

機
に
こ
ど
も
を
田
舎
で
育
て
た
い
と
関
西
に
移

住
。ま
も
な
く
弘
貴
さ
ん
と
出
会
い
、3
人
の
生

活
が
始
ま
っ
た
も
の
の
、よ
り
自
分
ら
し
く
暮

ら
せ
る
場
所
は
な
い
か
と
探
し
て
い
た
時
、「
和

歌
山
県
の
移
住
フ
ェ
ア
に
参
加
し
日
高
川
町
を

知
り
ま
し
た
。移
住
者
も
多
く
、受
け
入
れ
に

も
積
極
的
に
取
り
組
み
、多
様
性
の
あ
る
町
で

あ
る
こ
と
、地
場
産
業
に
従
事
で
き
る
こ
と
も

魅
力
に
感
じ
ま
し
た
」と
ご
夫
婦
。早
速
町
を

訪
れ
て
み
る
と
、ご
近
所
の
人
か
ら「
早
く
お
い

で
」と
う
れ
し
い
言
葉
が
投
げ
か
け
ら
れ
た
。さ

ら
に
思
い
描
い
て
い
た
古
民
家
も
見
つ
か
り
、こ

ど
も
が
小
学
校
に
上
が
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
移
り

住
ん
だ
。

　

日
高
川
町
に
住
む
に
あ
た
り
、弘
貴
さ
ん
は

炭
焼
き
職
人
に
な
る
こ
と
に
迷
い
は
な
か
っ
た
。

修
行
中
に「
使
っ
て
い
な
い
窯
が
あ
る
よ
」と
声

を
か
け
て
も
ら
い
、譲
り
受
け
独
り
立
ち
も
し

た
。「
周
り
の
人
た
ち
が
気
に
か
け
て
く
れ
る
の

も
あ
り
が
た
い
で
す
。山
の
木
を
切
り
、炭
に
し

て
売
る
。自
分
た
ち
は
和
歌
山
の
自
然
の
お
か

げ
で
生
活
し
て
い
ま
す
」と
感
謝
の
気
持
ち
を

忘
れ
ず
備
長
炭
作
り
に
日
々
勤
し
む
。ま
た
、

２
０
１
８
年
に
は
長
男
が
、２
０
２
１
年
に
は

次
女
が
誕
生
し
、現
在
は
家
族
5
人
、そ
し
て

猫
３
匹
と
と
も
に
賑
や
か
な
毎
日
を
送
っ
て
い

る
。仕
事
に
子
育
て
に
大
忙
し
の
ふ
た
り
で
は

あ
っ
た
が
、２
０
２
３
年
夏
に
、古
民
家
を
も
う

１
軒
借
り
、国
内
外
の
学
生
ら
が
田
舎
暮
ら
し

体
験
を
行
う「
教
育
民
泊
」の
受
け
入
れ
を
始
め

た
。「
旅
に
出
る
機
会
が
減
っ
た
の
で
、そ
れ
な
ら

来
て
も
ら
お
う
と
思
っ
た
ん
で
す
。外
国
人
の
お

客
様
だ
と
言
葉
が
通
じ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す

が
、一
緒
に
料
理
す
る
な
ど
し
て
家
族
全
員
で

お
も
て
な
し
を
し
ま
す
。将
来
は
炭
焼
き
体
験

も
取
り
入
れ
た
り
、援
農
に
来
て
い
る
人
達
の

た
め
の
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
を
始
め
た
い
な
」と
目
を

輝
か
せ
る
周
子
さ
ん
。ご
夫
婦
の
周
り
は
笑
顔

が
溢
れ
、出
会
っ
た
人
と
の
絆
が
し
っ
か
り
結
ば

れ
て
い
る
。

W a k a y a m a
移住定住

ヒストリー

紀州備長炭 伊藤商店　
住所／日高川町上田原178
電話／090-3706-1384　

➊

➊

➋

➋

➌

➌

➍

➍

➎
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林撚糸株式会社
橋本市高野口町名倉879
0736-42-3205

1

2

パ イ ル 産 業 × 撚 糸 技 術

音の反響を防ぐのこぎり屋根の昔ながらの木造工場で、独自技術を活かした多種多様な撚糸を製造。

➌遡れば原始時代から用いられてきた技術だという撚糸。同社では、人の生活に根差した繊維も手掛けながら、最先端技術を使った糸など多様なニーズに合わせて製造してい
る。➍目では追えない早さで2本の糸がより合わされていく。湿度なども考えねじり具合を調整している。➎オーガニックコットンの撚糸の様子。➏「異業種についても追及するこ
とが、優れた糸を生み出すことに繋がる」という林さん。➐既存の機械に独自の改良を加えて生み出される唯一無二の製品は、世界的なハイブランドに採用されることも。　

導電性素材を編み込んだニット生地。
触れるだけで、スマートフォンを使って
心拍数を測定できる。生地は金属が含
まれているとは思えないほど柔らかだ。

5

7 6

4 3

　

こ
れ
ま
で
林
撚
糸
は
、そ
の
柔
軟
な
発
想
と

磨
き
上
げ
て
き
た
独
自
の
技
術
の
も
と
で
、多

彩
な
製
品
を
生
み
出
し
て
き
た
。中
で
も
注
目

し
た
い
の
が
、生
体
セ
ン
シ
ン
グ
に
関
わ
る
導
電

性
素
材
の
撚
糸
技
術
だ
。医
療
機
器
に
使
用
さ

れ
る
極
細
ワ
イ
ヤ
ー
と
、コ
ッ
ト
ン
な
ど
の
肌
触

り
の
良
い
素
材
を
融
合
し
た
糸
で
つ
く
ら
れ
た

衣
類
を
身
に
付
け
る
こ
と
で
、誰
で
も
気
軽
に
日

常
の
健
康
状
態
を
測
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

加
え
て
、膨
大
な
情
報
収
集
に
よ
り
医
療
の
発

展
が
期
待
さ
れ
る
。糸
の
持
つ
可
能
性
を
追
求

し
、画
期
的
な
製
品
を
作
り
続
け
る
林
撚
糸
。同

社
の
技
術
は
、万
博
パ
ビ
リ
オ
ン
の
内
装
材
と
し

て
も
使
わ
れ
る
予
定
で
、業
界
を
超
え
た
こ
れ
か

ら
の
活
躍
が
楽
し
み
だ
。

　

古
く
か
ら
高
野
山
参
詣
の
玄
関
口
と
し
て
栄

え
、江
戸
時
代
に
は
す
で
に
織
物
が
盛
ん
だ
っ

た
橋
本
市
高
野
口
町
。や
が
て
技
術
が
進
み
、昭

和
に
は
日
本
一
の
生
産
高
を
誇
る
パ
イ
ル
織
物

が
生
ま
れ
、現
在
に
も
技
術
が
継
承
さ
れ
て
い

る
。そ
ん
な
地
域
で
、繊
維
産
業
に
欠
か
せ
な
い
、

〝
糸
〟を
作
っ
て
い
る
の
が〝
林
撚
糸
〟だ
。4
代

目
社
長
の
林
雄
太
さ
ん
は「
当
社
は
昭
和
7
年

に
大
阪
で
創
業
し
、染
物
や
軍
足
を
手
掛
け
て

い
ま
し
た
。戦
時
中
に
一
家
で
高
野
口
へ
疎
開
。

織
物
の
産
地
で
何
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
か
を

考
え
、2
代
目
で
あ
る
祖
父
が
撚
糸
事
業
に
着

手
し
た
そ
う
で
す
」と
話
す
。撚
糸
と
は
、糸
と

糸
を
ね
じ
り
合
わ
せ
る
こ
と
。複
数
の
糸
や
異

素
材
の
も
の
を
束
に
す
る
こ
と
で
、繊
維
の
性
能

を
高
め
た
り
、特
性
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
可

能
に
な
る
。「
代
々
受
け
継
が
れ
て
い
る
精
神
は
、

な
い
も
の
を
つ
く
る
こ
と
。素
材
に
こ
だ
わ
ら

ず〝
ね
じ
れ
る
も
の
は
何
で
も
ね
じ
る
〟を
モ
ッ

ト
ー
に
し
て
い
ま
す
」と
林
さ
ん
。
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ねじれるものは何でもねじる
撚
糸
の
持
つ
大
き
な
可
能
性

Awesome! WAKAYAMA-tech 

03
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➊柔らかな手触りを実現した紙の糸。サステナブルで、日常使いが
期待される。同社には、シート状の素材も糸にできる技術があり、こ
れまで繊維産業とは関わりのなかった分野からも注目されている。
➋消防服に使われるアラミド繊維をベースに、使い心地を追求した
オリジナルの耐熱手袋「ATSuBOuGu」。

豊
か
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
自
然
に
恵
ま
れ
た
和
歌
山
。

し
か
し
凄
い
の
は
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
い
！

あ
っ
と
驚
く
技
術
を
持
っ
た
企
業
を
ご
紹
介
。



　世界遺産登録２０周年を迎えた今
年２月、熊野古道大辺路の「安

あ ご

居の
渡し」が復活しました。安居は、現在
の白浜町（旧日置川町）にあり、古くか
ら大辺路の要所として発展。「安居
の渡し」とは、大辺路の富田坂を下っ
た先にある安居の集落から仏坂に向
かうため、日置川を渡る渡し舟のこと
を言い、大辺路の中で唯一、舟で渡
る熊野古道です。江戸時代には既に
あったとされ、熊野三山への参拝者だ
けでなく、住民も日常生
活の中でも利用してい
たとされていました。しか
し、利用者減少に伴い、
1950年頃には運航が
途絶えてしまいましたが、
その後、旧日置川町に
舟が寄贈されたことを契
機とし、2005年地元有
志により「安居の渡し保

存会」を発足。一昨年の利用者は延
べ1万人を突破するなど多くの声にボ
ランティア体制で応えていたが、船頭
の高齢化や資金難などの理由から、
昨年から再び休止されていました。
　世界遺産登録２０周年を迎え、地
元のヒノキで作られた乗船手形を手
に、昔ながらの舟で清流・日置川を渡
り、大辺路踏破を目指す利用者増加
に期待が寄せられています。

北山村原産の「じゃばら」で村を元気に！
新たな加工施設が完成！

　

江
戸
時
代
に“
熊
野
蜜
”

と
し
て
全
国
に
名
声
を
得

て
、は
ち
み
つ
の
産
地
と
し
て

知
ら
れ
て
き
た
古
座
川
。そ

こ
で
伝
統
的
な
養
蜂
を
受

け
継
い
で
い
る
の
が「
ベ
リ
ー

工
房
髙
田
」だ
。代
表
の
髙

田
美
弥
子
さ
ん
は
夫
の
リ

タ
イ
ア
後
、2
0
1
1
年
に

夫
婦
で
滋
賀
県
か
ら
移
住
。

「
地
元
の
方
か
ら
い
た
だ
い

た
は
ち
み
つ
の
美
味
し
さ
に

感
動
。そ
れ
か
ら
蜂
の
魅
力

に
と
り
つ
か
れ
、２
０
１
４
年

頃
か
ら
本
格
的
に
養
蜂
を

始
め
ま
し
た
」と
話
す
。

　

古
座
川
の
は
ち
み
つ
は
、

野
生
の
二
ホ
ン
ミ
ツ
バ
チ
を
用

い
た「
百
花
蜜
」。セ
イ
ヨ
ウ
ミ

ツ
バ
チ
と
は
異
な
り
複
数
の

種
類
の
蜜
を
集
め
る
性
質
か

ら
、古
座
川
の
山
に
咲
く
さ

ま
ざ
ま
な
花
の
蜜
が
ブ
レ
ン

ド
さ
れ
た
は
ち
み
つ
は
、香
り

よ
く
ま
ろ
や
か
で
奥
深
い
味

わ
い
が
魅
力
だ
。飼
育
に
使

わ
れ
る
の
は
、杉
や
桜
の
丸

太
を
く
り
ぬ
い
た“
ゴ
ー
ラ
”と

い
う
伝
統
的
な
巣
箱
。採
取

に
は一
般
的
な
遠
心
分
離
機

を
使
用
せ
ず
、ゴ
ー
ラ
を
逆

さ
に
し
て
、蜜
が
自
然
に
落

ち
る
の
を
待
つ“
垂
れ
蜜
”と

い
う
方
法
で
行
わ
れ
る
。体

力
と
技
術
がい
る
が
、雑
味
の

な
い
自
然
蜜
に
仕
上
が
る
。

　
「
ニ
ホ
ン
ミ
ツ
バ
チ
は
気
ま

ぐ
れ
で
飼
育
が
難
し
い
ん
で

す
。で
も
難
し
い
か
ら
こ
そ
、

夢
中
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
」と

髙
田
さ
ん
。古
座
川
の
豊
か

な
自
然
の
恵
み
が
つ
ま
っ
た

熊
野
蜜
。昔
な
が
ら
の
丁
寧

な
製
法
か
ら
な
る
上
品
な

味
わ
い
を
、ぜ
い
た
く
に
楽
し

も
う
。

熊野古道大辺路「安居の渡し」が復活！
貴重な財産を後世へ繋げる

伝統製法でつくる希少なニホンミツバチの百花蜜

　日本で唯一の飛び地村・北山村で、
一本の原木からスタートしたじゃばら栽
培は、今や村の産業を支える特産品に
成長しています。「邪(気)をはらう」とこ
ろから名前がつけられた「じゃばら」は、
村では昔から正月料理にかかせない縁
起物の食材とされていました。糖度が
高く、苦酸っぱい中にもまろやかな風味
があり、果汁が多いことが特徴です。ま
た、じゃばらの果汁には、ビタミンA、ビタ

ミンCの他、「ナリルチン」
という成分が他の柑橘に
比べて突出して多く、ゆず
の6倍、カボスの27倍も
の量が含まれています。
　毎年およそ１００トンの
果実をジュースやジャムな
どに加工し、全国へ出荷
している北山村に、令和
５年１１月に新たな加工

施設が完成しました。老朽化していた
旧施設に代わるものとして、ふるさと納
税も活用し建設。これにより生産量
の向上だけでなく、これまで外注してい
た工程も村内で対応が可能となり、多
様なニーズへの応対や、より品質の高
い商品開発にも期待が寄せられていま
す。加工施設は株式会社じゃばらい
ず北山が運営しています。

上／透き通った黄金色が美しい「南紀熊野蜜」。ラベル
も髙田さん自身が手掛けたもの。右／伝統的なゴーラ
の中にはミツバチが。「古座川のミツバチは和歌山の
宝物」と髙田さん。

問い合わせ／北山村役場地域事業課 電話／0735-49-2331
問い合わせ／（株）じゃばらいず北山 電話／0120-928-933

西御坊駅

南部
紀伊田辺

五條

加太駅

南
海
高
野
線

湯浅 紀州備長炭 伊藤商店紀州備長炭 伊藤商店

箕島漁港箕島漁港

南紀白浜空港南紀白浜空港

補陀洛山寺補陀洛山寺南紀熊野蜜

安居の渡し

和歌山県世界遺産センター

熊野川川舟センター

北山村じゃばら加工施設

新宮市

 林撚糸株式会社

道の駅青洲の里・春林軒
高野山和歌山電鐵

大山崎I.C. 京都南I.C. 瀬田東J.C.T.

門真J.C.T. 久御山J.C.T.
京滋バイパス

第二京阪道路

すさみ南I.C.すさみI.C.
日置川I.C.

南紀白浜I.C.

みなべI.C.

串本I.C.（仮）

有田南I.C.
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和歌山J.C.T.

紀北かつらぎ
I.C.

紀の川I.C.
岩出根来I.C.

橿原高田I.C.

阪和自動車道

紀勢自動車道
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問い合わせ／白浜町日置川事務所産業建設係　電話／0739-52-2302

ふるさと納税で、元気なわかやまに。
ふるさと和歌山応援寄附

１万円以上の寄附で和歌山を味わえる「梅干し」や「醤油」など、
プレミア和歌山の商品等482品の中から贈呈！（県外にお住まいの方が対象）
※詳しくは、ふるさと納税サイトをご覧ください。

旬の和歌山情報を
お届けします ！今号の「和」題

■和歌山県広報課
　TEL．073-441-2032　FAX．073-423-9500
　e-mail／nagomi-waka@pref.wakayama.lg.jp
■わかやま紀州館
　東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館B1F
　TEL．03-3216-8000　FAX．03-3216-8002
　e-mail／kishukan@wakayama-kanko.or.jp

和歌山県観光連盟フォトライブラリー（写真貸出）

和歌山県PR動画（動画素材貸出）

和-nagomi- バックナンバー
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/media/

https://www.wakayama-kanko.or.jp/
travel-agencies-and-groups/photo-library/terms-of-service/

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/nagomi/

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/furusato/
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  「和-nagomi-」はリサイクル適性Aランクの材料及び植物油を
　含有した印刷インキを用いて制作しています。 
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プレミア和歌山

Premier Premier 
 WAKAYAMA

令和4年度プレミア和歌山推奨品
審査委員奨励賞 受賞

価格／200g 4,000円　500g 10,000円
道の駅一枚岩モノリス、道の駅虫喰岩、道の駅瀧之拝太郎などで
販売する他、ふるさと納税の返礼品としても出品 ※数量限定

南紀熊野蜜
販売者／ベリー工房髙田
住所／古座川町洞尾207　電話／0735-75-0073

残間里江子審査委員長
審査をするごとに、和歌山県の新たな魅
力を発見しています。自然豊かで、おい
しいもの、魅力的な品がたくさんありま
すので、ぜひプレミア和歌山にご注目く
ださい。

和歌山県優良県産品（プレミア和歌山）推奨制度
安心・安全を基本に幅広い分野で優れた県産品を“和歌山らしさ”、

“和歌山ならでは”の視点で推奨する。

プレミア和歌山
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道の駅 青洲の里
住所／紀の川市西野山473
電話／0736-75-6008

健康をテーマに「学んで、食べて、遊べる」
道の駅。故・黒川紀章氏設計による曼陀羅
華の花をモチーフにデザインされたフラワー
ヒルミュージアムでは、青洲と門下生が残
した貴重な資料を展示。また、春林軒では
当時の様子を知ることができる。

顕彰活動に力を入れている青洲の里では、学習会や検定会を実
施し、多くの語り部を育成。テキストを監修した谷脇さんは、講
師として老若男女に青洲の生涯や志を伝えている。

宝暦10年（1760年）旧暦10月23
日。代々医師の家系に育ち、古代
中国の伝説的な名医・華佗が麻酔薬
を使って手術を行ったという言い伝え
を知り、麻酔薬の開発を志す。曼陀
羅華（まんだらげ）という植物に着目
し、さまざまな調合を繰り返して麻酔
薬「通仙散」を開発。それを用いて
世界で初めて全身麻酔による乳癌手
術を成功させた。欧米で全身麻酔が
行われたのは、青洲の手術の成功か
ら約40年後。有吉佐和子による小説
「華岡青洲の妻」では、青洲の麻酔
薬開発にかける執念と、自ら人体実
験に身を捧げ青洲の愛を争う嫁姑の
葛藤が描かれている。

　

江
戸
後
期
の
医
師
・
華
岡
青
洲
は
、現

在
の
紀
の
川
市
に
生
ま
れ
、23
歳
で
医
学

修
得
の
た
め
京
都
へ
遊
学
。三
国
志
に
も

登
場
す
る
古
代
中
国
の
名
医
・
華
佗
が
手

術
に
麻
酔
を
使
用
し
て
い
た
と
知
り
、自

ら
麻
酔
薬
を
作
り
病
に
苦
し
む
人
々
を

救
い
た
い
と
い
う
志
を
胸
に
帰
郷
す
る
。

村
医
者
で
あ
っ
た
父
の
跡
を
継
い
で
診

療
す
る
傍
ら
で
麻
酔
薬
の
研
究
に
没
頭
。

家
族
の
協
力
の
も
と
実
験
を
重
ね〝
通
仙

散
〟を
完
成
さ
せ
、１
８
０
４
年
に
世
界

初
の
全
身
麻
酔
に
よ
る
乳
が
ん
摘
出
手
術

に
成
功
し
た
。

　
〝
青
洲
の
里
〟評
議
員
の
谷
脇
誠
さ
ん

は
、「
青
洲
は
医
学
の
分
野
だ
け
で
な
く
、

世
の
た
め
人
の
た
め
に
様
々
な
貢
献
を
し

ま
し
た
」と
話
す
。も
と
も
と
こ
の
地
域
は

水
が
不
足
し
米
作
り
も
ま
ま
な
ら
ず
、村

人
た
ち
は
困
窮
。そ
ん
な
中
、青
洲
は
私

財
を
投
じ
て
貯
水
池〝
垣か

い
と
い
け

内
池
〟を
築
き
、

村
人
の
生
活
を
潤
し
た
。今
な
お
、近
隣

の
農
家
は
そ
の
水
を
利
用
し
て
米
作
り
を

行
っ
て
い
る
と
い
う
。「
た
め
池
の
整
備
は
、

春
林
軒
を
支
え
る
地
域
の
人
々
へ
の
恩
返

し
。青
洲
は
、人
へ
の
思
い
や
り
を
称
え
る

父
や
弘
法
大
師
の
教
え
の
影
響
を
受
け
、

世
の
中
に
尽
く
し
ま
し
た
」と
谷
脇
さ
ん
。

　

診
療
所
・
春
林
軒
に
は
数
多
く
の
患
者

が
訪
れ
、さ
ら
に
最
先
端
の
医
術
を
学
ぶ

た
め
、日
本
中
か
ら
藩
医
や
町
医
者
ら
が

門
下
生
と
し
て
押
し
寄
せ
た
と
い
う
。病

に
苦
し
む
多
く
の
患
者
を
救
っ
た
だ
け
で

な
く
、後
進
の
育
成
に
も
力
を
注
ぎ
、地

域
の
人
や
後
の
時
代
を
生
き
る
人
に
も
手

を
差
し
伸
べ
た
青
洲
。そ
の
生
き
方
は
、現

代
を
生
き
る
私
た
ち
に
も
多
く
の
学
び
を

与
え
て
く
れ
る
。

“
世
の
た
め
、人
の
た
め
、地
域
の
た
め
”

生
涯
を
か
け
て
尽
く
し
た
世
界
の
医
聖
・
青
洲
の
精
神

【探訪】麻酔手術の先駆け・華岡青洲ゆかりの地

住居兼診療所・春林軒。入院のための病室が設けられるなど、
先駆的な医療施設だった。患者や門下生が入りきらないとき
は、村民が自宅を開放するなどして協力していたという。現在
は当時の様子を再現した人形や資料が展示されている。

※写真の一部は紀の川市提供

青洲が私財を投げ打ち、灌漑用ため池として拡
張工事を行った“垣内池”。

生涯で150症例以上の乳がんを治療し
た青洲。他にも白内障や骨折など病状
に応じて内科・外科治療を行っていた。

青洲が考案し、華岡家に代々伝わる手
術器具。腫瘍の摘出などに使用された。

麻酔薬“通仙散”の原材料となった曼陀
羅華（チョウセンアサガオ）。
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和歌山県ホームページ　https://www.pref.wakayama.lg.jp/

華岡青洲
【はなおかせいしゅう】




